
7 月号

第 874号

rn11111l' 鬱象応裟邸砂謡鵬 II直II●II●11•11•11●119

目 文化財の保謹．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．…•竹内敏·夫・・・ 2 =I
畠・ I
目，文化財保護法の構想と要点・…••••••••岸田 実•••12 ＝. ．  
= ＇  . =
冒 文化財保護法私見．．．．．．．．．．．．．．．．．．…•••藤島亥治郎・・・ 22 目

目.
眉 文化財保存行政の年・・ぃ．．．．．．．．．．．．…塁塁塁貰••• 8。
•~--'-··-··-··-.. -.. _.. _.. _,._.,_,._,;,.~眉ョ直璽II●II璽'II璽'II謳＂＂璽1"璽 II璽'"1!1111璽’"●111111璽＇川覇Ill璽'll1'1111璽'"●II璽'II璽引l•,11璽’".＂

敦育職員免許法および同法施行 アメリカの州立大学・・・・・・・・・・・・

法の一部改正について．．．．．．．．．

··········••J:: 野芳太郎•••82 
.........,．. 

l随甘筆．l学科目の影響
1...;..-1 ·•........ ; 

.~·. 
..＜．．．．．．．．．輻田清入ら．．40

.•.•••••••••• 46 

... ··•····· スランセス・........... 
．フリードマン ·•'4!3 

~. 

馴陶9劇薯員

・文部省著作ローマ字教科書の ・

修正について•••細井房夫•••74

文部日誌・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．~......45 

・ 点一覧表・重要通逹事 ..............•·····•80 

1950 

9

．ー



、 9~ 4,  

.t' 

,, 

い
ま
ま
で
の
文
化
財
保
護
制
度

';, 

、
わ
が
國
汽
酉
吹
各
鯛
に
対
し
≫
経
済
、
政
治
、
技
衛

ち
破
る
た
め
縣
命
の
努
力
を
は
じ
め
た
の
で
あ

明
治
維
新
の
の
ち

は
、
勢
い
、
為
政
者

そ
の
他
各
方
面
の
後
進
性
を
う

化
、
そ
の
他
の
博
承
に
対
し
て

し
た
の
で
あ

る
が
、
わ
が
國
固
有
の
文

；
批
判
と
自
覚
を
お
ろ
そ
か
に

の
み
な
ら
ず
一
般
國
民
も
ま
た
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破
の
名
目
の
四
に
続
々
扉
羹
ら
れ
よ
う
一

そ
の
弊
の
過
大
に
鷲
き
n
¥
2

り
、
貴
重
な
古
文
化
財
は

18弊
打

し
か
し
、
明
治
政
府
も
や
が
て

と
に
な
っ
た
。
古
器
一

と
L
た
の
で
あ
る
。

明
治
四
年
、
太
政
官
布
告
を
出
し
て
、
対
策
を
購
ず
る
こ

ゎ
ち
こ
れ
で
あ
る
。

古
今
時
勢
乙
麦
澤
制
度
風
俗
ク

奮
物
保
存
方
す
な

リ
追
々
造
失
毀
壊

「
古
器
駕
物
保
存
方
」
は
「
古
器
醤
物
ノ
類
ィ

少
候
慮
自
然
厭
噛
競
候
流
弊
ョ

於
テ
歴
世
裁
貯
致
シ
居
候
古

泊
革
ヲ
考
證
シ
候
為
メ
其
不
／

て
お
り
、
そ
の

[
―
及
ヒ
侯
テ
ハ
賓
二
可
愛
惜
事

i—
候
條
各
地
方1

-

通
細
大
ヲ
不
論
厚
ク
保
全
致
事
」
と
し

し
か
も
「
古
器
物
へ
上
二
紳
代
日

9
近

器
奮
物
類
別
紙
品
目
／

き
わ
め
て
廣
は
ん
に
及
び
>

い
た
か
ら
輩
に
民
族
固
有
の
文
化
財

品
目
は
>

L
か
し
本
布
告
も
結
局
は
、
た
ゞ
品

世
二
至
ル
迄
和
品
舶
虞
示
拘
」
ー
と
し
て

た
の
で
あ
る
。

し
く
記
載
し
て
地
方
官
襄
か
ら
差
し
出
す
べ
き

J

に
限
定
さ
れ
て
い
な
か
っ

目
並
び
に
所
廠
人
名
を
く
わ

•
L
»
保
存
法
規
ば
は
じ

と
を
命
ず
る
に
と
ゞ
ま
っ
て
い
た
。

至
ご

明
治
一
一
千
年
に
制
定
さ
れ
た
古
就
寺
保
存
法
に

八
年
点
に
あ
る
。
こ
の
調
査
権
、
環
境
保
全
権
限
の
}1部
地
方
委
任
は
、
い
ず
れ

4
 

ぷ1

て
法
的
形
態
を
堂
え
る
に
至
っ
た
。
同
法
の
制
定
は
≫
明
治
二
十
七
・

99,．
戦
争
後
．
急
激
に
お
こ
っ
た
民
族
的
自
覚
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
欧
化
の
芙
も
今
次
の
文
化
財
保
護
法
に
お
い
て
、
文
化
財
一
般
に
関
し
、
あ
る
程
度
こ
れ

の
も
と
に
久
し
く
荒
廃
に
ま
か
せ
て
き
た
古
文
化
財
に
國
民
が
再
び
愛
情
の
を
と
り
入
れ
て
規
定
し
て
い
る
。
＇

た
甘
を
ひ
ら
い
た
結
果
で
あ
る
。
同
法
は
一
方
，
そ
の
建
造
物
お
よ
び
宝
物
類
を
文
化
財
保
存
制
度
は
、
昭
和
四
年
の
國
宝
保
存
法
お
よ
び
昭
和
八
年
の
重
要

 
ノ

ま
≫
保
存
金
を
輿
え
る
と
と
も
に
、
他
方
｀
祉
美
術
品
等
の
保
存
に
関
す
る
法
律
に
よ
っ
て
急
速
旋
の
進
歩
を
示
す
に
至
っ

、

、

、

、

[げ
[
〗
い
い
且
Tい
義
務
あ
る
も
の
と
し
て
i
保
存
お
よ
び
公
開
た
。

と
い
う
文
化
財
行
政
の
二
原
理
を
既
に
採
用
し
て
お
り
≫
こ
の
点
、
注
目
に
値
國
宝
保
存
法
に
は

3

そ
の
前
身
で
あ
る
古
社
寺
保
存
法
と
比
較
し
て
、
お
よ

，
＇
•
い
い
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
»
切
保
誰
対
象
と
し
て
建
造
物
と
宝
物
類
（
し
た
が
そ
次
の
よ
う
な
改
訂
が
加
え
ら
れ
て
；
る
。
ナ
な
わ
ち
い
特
別
保
誤
建
漁
秒

1
“

し

っ
て
≫
そ
の
う
ち
特
に
歴
史
の
証
徽
ま
た
は
芙
術
の
模
範
と
な
る
べ
き
も
の
國
宝
と
を
打
っ
，
て
一
丸
と
し
≫
す
べ
て
こ
れ
を
巖
宝
と
し
て
扱
っ
た
。
回
従

は
≫
特
別
建
造
物
と
國
宝
と
す
る
）
と
を
区
別
し
た
こ
と
、
回
保
存
金
の
下
付
来
、
社
寺
有
の
物
件
だ
け
を
國
宝
に
定
め
う
る
も
の
と

L
た
が
、
本
法
は
、
そ

、
必
ず
し
も
特
別
建
造
物
お
よ
び
國
宝
に
限
定
し
な
か
っ
た
こ
と
、
い
保
存
金
の
所
有
者
が
個
人
≫
公
共
國
体
、
あ
る
い
は
國
の
い
ず
れ
で
あ
る
を
問
わ
ず
、

，
お
よ
び
補
給
金
の
國
庫
支
出
額
の
上
限
と
下
限
と
を
法
律
で
規
定
し
た
こ
と
、
す
べ
て
の
建
進
物
、
宝
物
そ
の
他
の
物
件
で
特
に
歴
史
の
証
徴
、
ま
た
は
美
術

臼
國
宝
に

i

-

｝
等
級
を
設
け
（
同
法
施
行
規
則
六
條
)
.
補
給
金
の
提
準
を
そ
れ
に
の
模
範
と
な
る
べ
き
も
の
は
3

國
宝
に
指
定
し
う
る
こ
と
に
し
た
。
い
個
人
所

じ
て
展
な
ら
し
め
た
こ
と
≫
向
修
理
費
は
当
該
社
寺
に
お
い
て
、
少
く
と
も
有
の
も
の
も
こ
國
宝
ば
原
則
と
し
て
そ
の
海
外
搬
出
を
禁
じ
た
。
回
補
助
金
m

を
半
額
の
負
担
を
原
則
と
し
た
こ
と
な
ど
は
≫
そ
れ
ぞ
れ

n

文
化
財
保
護
立
法
の
・
補
給
金
と
し
て
闊
庫
か
ら
支
出
す
べ
き
金
額
に
つ
い
て
、
一
定
額
の
経
常
支
出

，

，

見

地

に

お

い

て

示

陵

す

る

と

こ

ろ

が

多

い

で

あ

ろ

う

。

額

以

外

に

臨

時

支

出

の

道

を

ひ

ら

い

た

a

向
胴
宝
の
等
級
を
廃
止
し
た
。

t
個

'
，
，
近
代
文
明
の
発
達
は
、
い
た
る
所
に
お
い
て
古
い
文
化
と
自
然
と
の
破
漿
を
人
所
有
等
の
属
宝
を
認
め
た
た
め
、
所
有
者
変
更
の
場
合
．
届
出
主
義
を
と
っ

＇
伴
う
。
文
明
は
≫
合
理
的
≫
技
術
的
精
神
に
従
っ
て
、
そ
れ
自
体
の
発
展
を
行
た
。
（
古
社
寺
保
存
法
は
処
分
を
す
べ
て
禁
止
し
て
い
た
）
。
り
誹
祉
ま
た
は
寺

り
か
ら
で
あ
る
。
わ
が
閲
に
お
い
て
も

3

既
に
明
治
以
来
、
こ
の
点
、
し
ば
し
院
所
有
の
國
宝
に
つ
い
て
は
、
処
分
に
は
許
可
主
義
を
と
っ
た
。
紛
濶
の
所
有

．
ば
問
題
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
古
祉
寺
保
存
法
の
附
則
第
十
九
條
は
≫
同
す
る
騎
宝
の
処
分
に
は
文
部
大
臣
の
同
意
を
芸
す
る
こ
と
に
し
た
。
切
維
持
修

大
正
八
年
に
い
た
理
の
補
助
金
は
、
原
則
と
し
て
神
祉
ま
た
は
寺
院
に
対
し
て
だ
け
交
付
す
る

法
を
名
勝
日
跡
の
保
存
に
準
用
す
る
旨
を
定
め
て
い
た
が
、

'
，
ー
っ
て
史
語
名
竪
天
然
紀
念
物
保
存
法
が
新
た
に
制
定
さ
れ
ゐ
こ
と
4
な
っ
た
。
外
そ
れ
以
外
の
も
の
に
も
例
外
的
交
付
の
道
を
ひ
ら
い
た
。
な
お
、
文
化
財

詞
法
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
点
は
、
仇
指
定
の
制
度
を
設
け
た
こ
と
、
四
詞
ー
の
活
用
の
面
に
つ
い
て
は
＼
ー
博
物
館
等
へ
の
旧
陳
制
だ
け
を
規
定
し
て
い
る
こ

査
権
を
認
め
た
こ
と
f

い
現
朕
変
更
の
制
限
の
規
定
を
設
け
た
こ
と
、
日
環
境
と
は
、
古
祉
寺
保
存
法
と
異
な
ら
な
い
。

塁
の
規
定
を
設
け
た
こ
と
、
飼
権
限
の
地
方
委
任
を
認
め
た
こ
＇
と
な
ど
の
翻
以
脅
詰
点
の

i
羞
法
が
古
社
寺
保
存
法
に
対
し
て
法
律
的
に
斎
扉
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見
地
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
無
債
値
の
や
っ
か
い
物
に
ナ
ぎ
な
か
っ
た
b

文
部
行

政
当
局
も
≫
ま
汽

1

般
所
有
者
も
≫
そ
の
疎
開
≫
保
存
が
な
し
う
る
最
大
限

で
あ
り
≫
維
持
修
理
は
す
べ
て
放
莱
さ
れ
≫
あ
る
い
は
戦
火
に
減
び
、
あ
る
い

ぱ
所
在
の
見
失
わ
れ
た
も
の
は
別
と
し
て
も
≫
文
化
財
保
綾
は
≫
事
実
上
≫
軍

大
な
危
機
に
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
敗
戦
後
に
お
い
て
は
、
戦
火
に

よ
る
減
失
毀
損
の
危
瞼
は
去
っ
た
と
は
い
え
≫
か
え
っ
て
・
別
個
の
多
く
の
要

因
が
相
合
し
て
≫
こ
4
に
わ
が
濶
の
文
化
財
保
誰
制
鹿
に
根
本
的
な
批
判
の
目

が
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
．

日
戦
後
に
お
け
る
わ
が
國
文
化
財
の
危
機
：
…
・
・
戦
後
の
わ
が
國
文
化
財
の
危

機
は
•
お
よ
そ
»
経
済
的
・
祉
会
的
・
政
治
的
の
一
一
一
方
面
に
そ
の
原
因
を
も
と

め
る
こ
と
が
で
き
る
°
経
済
的
原
因
と
は
、
周
知
の
と
お
り
、
敗
戦
國
の
共
通

現
象
で
あ
る
悪
性
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
ほ
か
≫
財
閥
解
体
法
（
文
化
財
の
有

力
な
所
有
者
は
財
閥
で
あ
っ
た
）
、
自
作
農
創
設
特
別
措
置
法
（
社
寺
有
の
農
絣

地
は
≫
社
寺
の
重
要
な
生
活
資
源
で
あ
っ
た
）
、
財
産
武
の
賦
課
等
に
よ
っ
て
、

重
要
文
化
財
の
所
有
者
は
≫
個
人
は
も
と
よ
り
宗
殺
法
人
に
至
る
ま
で
≫
ほ
と

ん
ど
一
襟
に
経
済
的
安
定
性
を
失
っ
て

L
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
≫
元
来
、
非
生

産
的
な
闊
宝
等
の
管
理
、
保
存
の
た
め
所
要
の
経
費
を
充
当
す
る
余
裕
を
失

ぃ
≫
自
然
成
行
に
放
置
す
る
傾
向
を
生
じ
≫
ま
た
≫
あ
る
い
は
生
活
の
た
め
．

あ
る
い
は
．
趾
寺
の
維
持
の
た
め
.
結
局
、
行
き
つ
く
と
こ
ろ
は
.
こ
れ
ら
貴

重
な
文
化
財
の
処
分
以
外
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
≫
届
出
を
し

一
て
通
常
の
賓
賀
方
法
を
と
れ
ば
≫
た
も
ま
ち
高
額
の
課
税
に
脅
か
さ
れ
る
た

め
．
い
ろ

l
＼
の
脱
法
手
段
が
闊
ぜ
ら
れ
た
。
そ
の
う
ち
最
も
注
目
す
べ
ぎ
も

の
は
≫
殿
宝
あ
る
い
は
震
要
美
術
品
等
の
虚
偽
の
戦
災
申
告
で
あ
る
。
か
く

L

て
多
く
の
貴
重
な
文
化
財
は
、
地
下
に
も
ぐ
り
≫
投
槻
的
商
品
と
し
て
、
國
内

の
み
な
ら
ず
．
國
際
的
に
も
洗
誦
の
過
程
に
お
か
れ
る
こ
と
4
な
っ
た
の
で
あ

る
。
次
に
社
会
的
原
因
と

L
て
ほ
≫
た
と
え
ぼ
は
な
ほ
だ
し
い
住
宅
難
を
あ
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。
殿
災
者
≫
・
引
揚
者
等
に
よ
る
、
闊
宝
的
建
造
物
の
占
拠

は
、
熊
本
城
の
荒
廃
≫
松
山
城
の
燒
失
等
、
数
多
く
の
不
幸
を
も
た
ら
し
た
a

政
治
的
原
因
と
し
て
は
、
予
算
の
貧
因
、
そ
の
他
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

久
し
く
荒
廃
に
ま
か
さ
れ
て
い
た
建
造
物
等
が
≫
い
よ
／
＼
攘
減
に
近
づ
く
に

至
っ
た
に
も
か
ト
わ
ら
ず
、
闊
家
に
よ
る
修
理
は
遅
々
と
進
行
し
な
か
っ
た
。

こ
の
問
題
は
．
お
よ
そ
三
方
面
か
ら
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
は
修
理

予
算
自
体
の
貧
困
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
≫
修
理
予
算
自
体
は
、
そ
の
絶
対
額
に

お
い
て
は
、
殿
後
≫
相
当
≫
大
幅
に
増
大
し
て
は
い
る
が
、
験
後
の
強
度
の
イ

ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
修
理
費
の
急
激
な
値
上
が
り
A

修
理
必
要
の
件
数
の

壻
大
等
を
考
慮
す
る
と
き
は
．
と
う
て
い
≫
必
要
な
需
要
を
演
た
す
も
の
と
は

認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
第
二
は
、
修
理
必
要
の
件
数
の
過
多
で
あ
る
。
従
来
≫

わ
が
國
の
國
宝
指
定
軍
要
美
術
品
等
の
指
定
が
A

い
か
な
る
見
地
か
ら
行
わ
れ

た
か
は
n

き
わ
め
て
軍
要
な
問
題
で
あ
り
、
「
た
い
し
て
興
味
を
ひ
く
ほ
ど
の
も

の
で
な
い
考
古
学
的
な
遣
品
」
や
「
資
料
債
値
的
」
の
も
の
が
、
相
当
、
國
宝
≫

霊
要
美
術
品
の
中
に
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
識
者
の
は
や
く
か
ら
指
摘
す
る

と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
要
修
理
物
件
の
過
多
は
n

い
き
お
い
ー
予
箪
の
総
花
的

な
、
実
効
少
い
醗
分
に
終
る
傾
向
と
な
る
の
で
あ
る
。
第
三
は
、
文
化
財
保
存
s

行
政
機
構
の
問
題
で
あ
る
。
す
べ
て
行
政
機
楷
は
≫
統
一
性
あ
る
強
力
、
能
率

的
な
も
の
で
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
ま
た
、
諮
問
機
関
を
設
け
る
な
ら
ば
≫
有

能
練
逹
の
士
を
網
羅
し
て
、
渓
に
有
力
貴
震
な
、
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
を
行
政
当
局

．
に
興
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
論
を
ま
た
な
い
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら

検
討
す
る
と
、
従
来
の
文
化
財
保
護
磯
楷
は
、
戦
後
の
新
ら
し
い
法
理
念
に
立

脚
し
≫
・
山
稜
し
た
難
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
れ
ば
≫
ま
ず
根
本
的
に
再
改
組

さ
れ
る
べ
き
事
情
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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の
多
く
の
間
限
が
個
人
所
有
の
も

こ
の
点
は
、
文
化
財
保
蹄
行
政

を
し
た
点
は
、
国
宝
の
指
定
に
伴
う
公
法
上

の
に
ま
で
加
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

る
重
要
な
契
機
と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

L

し
て
は
≫
個
人
所
有
の
國
宝
に
く
ら
べ
、

与
多
く
の
問
題
を
提
起
す

、
る
の
で
あ
る
。
こ

か
し
な
祠
証
寺
所
有
の
國
宝
に
対

し
い
差
別
的
制
限
を
靡
前
ど
お
り
存
続
さ
せ
て
し

し
て
各
菰
塁
籠
措
概
に
よ
ろ
財
政

相
当
き
び

祉
寺
の
所
有
物
件
汽
宗
数
法
人

の
こ
と
は
す
ぺ
て
の
耽
寺
が
宗
敬
●
人
と

臀
臨
を
う
け
て
い
た
こ
と
お
よ
び
本
来
嘉

、
自
由
な
譲
渡
は
あ
る
程
度
拘
束
さ

≫
一
般
に
経
済
的
安

令
の
建
前
か
ら
半
ぽ
公
共
的
性
質
を
持
ち

、
た
こ
と
、
さ
ら
に
國
宝
等
の
物
件
を
も
つ
祉
寺
は

っ
て
あ
ま
り
問
題
と
は
さ
れ
な
か

れ
て
し

定
性
を
も
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
の
理
由
に
よ

っ
た
。

、
な
い
も
の
で
：
し
か
も
実
質
上
は
國
宝
と
等

て
、
そ
の
悔
外

嘉
國
宝
に
は
指
定
さ
れ
て
し

し
い
、
ま
た
は
闊
宝
に
準
ず
べ
き
債
値
を
も
つ
文
化
財
に
つ
い

流
出
を
防
ぎ
、
適
当
な
保
存
を
図
る
た
め
に
、
昭
和
桑
重
要
美
術
品
等
の
保

存
に
関
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
た
。
当
時
；
円
か
わ
せ
突
そ
の
他
の
事
情
か

ら
美
循
品
等
の
海
外
流
出
が
多
く
≫
A
」
の
雹
要
美
術
品
等
の
認
定
と
い
う
、
い

わ
ば
國
宝
の
仮
指
定
的
方
法
に
よ
っ
て
、
政
府
は
流
出
防
止
の
対
策
を
講
じ
よ

5
と
し
た
の
で
あ
る
。
本
法
は
S
認
定
物
件
の
瞬
出
ま
た
は
移
出
に
つ
い
て
は

と
ト
し
、
回
そ
の
許
可
申
請
が
あ
っ
た
場
合
、

主
務
大
臣
の
許
可
を
要
す
る
こ

、
と
き
は
申
請
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
当
該
物
件
を
闊
宝
に

べ
き
も
の
と
し
．

こ
れ
を
許
可
し
な
し

喜
す
る
か
、
ま
た
は
霞
要
芙
術
品
等
の
認
定
を
取
り
消
す

と
き
は
、
喪
買
・
交
換
・
賠
典
の
目
的
を
も
っ
て
当

べ
て
右
の
認
定
の
あ
っ
た
こ
と

烹
認
定
の
告
示
が
あ
っ
た

該
物
件
の
寄
託
を
う
け
た
占
有
者
ま
で
が
；

を
知
っ
て
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
と
い
う
脱
法
行
為
防
止
の
特
色
あ
る
規
定

、
こ
。
日
な
哭
本
法
の
物
件
に
は
、
建
造
物
等
の
不
動
讐
も
含

も
骰
け
て
；
‘

戦
後
お
け
る
文
化
財
保
躁
に
関
す
る
諸
問
題

畏
期
に
わ
た
っ
た
は
げ
し
い
戦
争
の
た
め
、
國
家
の
総
力
を
あ
げ
て
≫
軍
需

裔
足
に
投
や
し
た
結
果
、
わ
が
國
の
貴
重
な
文
化
財
も
≫
職
時
に
は
総
力
職
的

-
l
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岱
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む
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
も
痙
造
物
も
解
体
し
て
輪
出
さ
れ
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
せ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
（
フ
ラ
ン
ス
の
古
城
が
≫
城
壁
か
ら
一
木

一
章
ま
で
、
海
外
↑
て
の
ま
上
移
さ
ふ
た
こ
と
な
考
庶
さ
れ
た
し
）
。

ゎ
羞
の
文
化
財
保
護
制
度
の
う
ち
、
保
萎
行
政
行
為
法
は
、
お
よ
そ
以
上

の
よ
う
な
変
遷
を
重
ね
、
結
局
五
臨
名
勝
天
然
紀
念
物
保
穿
逹
國
宝
保
存

逹
量
美
術
品
等
の
保
容
に
関
す
る
法
律
の
三
法
慶
喜
と
し
．
さ
ら
に

そ
れ
ぞ
れ
の
施
行
令
。
施
行
規
則
•
訓
令
扇
警
告
示
等
と
相
ま
っ
て
．
猜

て
ほ
、
文
部
省
祗
会

成
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
・
保
護
行
政
組
織
と
し

誓
局
（
文
化
財
保
存
課
）
が
そ
の
事
務
を
管
掌
し
、
「
闊
宝
、
重
要
美
術
品
、
史

跡
名
勝
天
然
記
念
物
そ
の
他
の
文
化
財
の
保
存
お
よ
び
維
持
に
関
す
る
亭
務
を

て
き
た
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
行
牧
に
際
し
て
の
諮
問
機
関
と
し
て
文

び
≫
史
跡
名
勝

処
理
」
しま

、
國
宝
保
存
令
重
要
黄
術
品
等
謂
査
審
議
会
お
よ

ニ
四
條
）
ま
た
保
護
行
政

部
省
に
ー

天
然
記
念
物
謂
査
会
が
お
か
れ
（
文
部
省
設
置
法
・

の
技
術
的
部
分
は

3

文
部
大
臣
の
所
轄
下
に
あ
る
機
関
で
あ
る
國
立
博
枷
館
の

担
当
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
た
。
な
お
、
史
蹟
名
勝
天
然
記
念
物
保
存
法
に

よ
る
権
限
お
よ
び
事
務
の
一
部
は
都
造
府
縣
の
敬
育
委
員
会
（
そ
れ
ま
で
は
地

方
長
官
）
に
委
任
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
≫
こ
の
よ
う
な
文
化
財
保
護
行
政
組
織
法
お
よ
び
保
護
行
政
行
為
浅

は
≫
敗
戦
後
の
激
烈
な
祉
会
経
済
的
変
動
・
新
憲
法
の
制
定
に
よ
る
法
原
理
の

，
大
韓
換
等
贔
遇
し
て
≫
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
問
題
と
取
り
く
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
か
。

ー 4-



た
複
雖
不
透
明
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
ぱ
ひ
と
ま
ず
お
く
も
、
従
来
の
保
存
行

政
緩
構
目
体
か
は
な
は
だ
弱
体
A

か
つ
、
不
合
理
な
も
の
で
あ
？
た
。
文
部
省

に
お
か
れ
た
一
課
か
こ
の
市
町
な
か
つ
瓜
は
ん
だ
行
政
事
務
を
守
掌
し
て
い
だ
の

で
あ
る
ガ
、
（
ブ
，
化
國
家
の
呼
称
と
い
か
に
へ
だ
た
る
こ
と
か
1
.
)

そ
の
具
体
的

事
務
を
担
当
す
べ
き
按
官
は
、
別
に
國
立
博
物
館
負
と
し
て
國
立
簿
物
館
長
の

指
掠
下
に
減
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
組
織
で
は
≫
一
方
修
涅
保

存
行
政
か
≫
統
一
性
≫
能
李
性
を
欠
く
と
と
も
に
≫
本
宋
≫
牧
渠
展
覧
慕
業
に

享
念
す
べ
ぎ
博
物
誼
の
本
質
も
ま
た
≫
き
わ
め
て
あ
し
ま
い
な
も
の
と
な
り
.

い
き
お
い
．
函
立
簿
物
館
目
身
忍
暴
質
的
尊
業
の
滉
在
に
よ
っ
て
A

円
滑
な
拳

業
の
遂
行
が
阻
害
さ
れ
る
傾
向
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

法
隆
寺
事
件
の
背
某
と
し
て
は
≫
も
と
よ
り
以
上
述
べ
た
二
点
に
つ
き
る
も

の
で
は
な
い
。
政
府
の
修
理
予
算
の
貧
困
（
そ
の
た
め
≫
修
理
工
亭
は
必
要
以

上
、
総
リ
延
べ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
ま
た
こ
れ
な
昭
和
1

-

＋
四
年
予
算
に
徽

す
れ
ば
建
造
物
の
全
修
理
予
算
六
千
万
国
に
対
し
，
法
隆
寺
は
一
i
一
千
万
JlJ
の
修

珪
費
が
巽
え
ら
れ
て
い
る
。
）
も
ま
た
≫
軍
大
な
る
原
因
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
い
す
れ
に
し
て
も
≫
戦
後
の
は
げ
し
い
祉
会
的
経
浣
的
変
動
は
≫
従

来
≫
文
化
財
保
渡
行
政
に
伏
在
し
て
い
た
い
ろ
ノ
＼
の
問
題
を
仮
借
な
く
表
面

E
押
L
出
し
た
の
で
あ
り
、
法
陸
寺
金
堂
の
炎
上
は
≫
い
わ
ば
そ
の
最
謡
の
事

態
に
お
い
て
発
生
し
た
の
で
あ
る
。

文
化
財
保
護
法
の
立
案

な
駿
後
≫
次
第
に
増
大
す
る
文
化
財
保
存
の
危
顕
は
、
つ
い
に
法
隆
寺
事
件
に

お
い
て
そ
の
頂
点
に
逹
し
た
。
今
≫
文
化
財
保
護
制
度
に
関
連
す
る
諸
問
坦
を

裳
理
す
れ
ば
≫
お
よ
そ
≫
次
の
諸
点
に
帰
廣
す
る
で
あ
ろ
う
。
り
文
化
財
保
護

に
関
す
る
諸
法
の
批
判
：
・
わ
が
國
の
文
化
財
保
誨
に
関
す
る
法
律
は
、
上
述
の

噂
泣
終
む
ら
ぃ
閏
'
i
"
i

9

，ぃ；＇＂的冷梨

P

な
お
>
結
局
は
政
治
的
痙
因
に
致
う
べ
き
も
の
と
し
マ
．

9

材
汽
兌
そ
の
他
の

高
李
諜
茂
の
霞
圧
を
あ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
貯
密
稔
そ
の
他
で
憫
人
厨
存

者
が
手
放
し
た
お
び
た
ゞ
し
い
古
美
術
品
の
う
ち
、
や
み
に
浣
れ
て
所
在
不
明

と
な
っ
た
心
の
は

A

そ
の
当
埒
だ
け
で
、
三
千
余
点
と
さ
え
他
え
ら
れ
）
そ
の

う
ち
に
は
≫
閏
宝

A

冗
要
美
循
ぃ
四
恙
も
徴
多
く
、
し
か
も
そ
の
あ
る
も
の
は

b

む
ざ
ん
に
応
寸
屈
さ
れ
て
比
る
な
ど
と
い
う
怒
園
を
み
ろ
こ
と
に
別
な
＂
だ
ク
、

で
あ
る
c

い
法
陸
寺
金
党
の
炎
上
．．．．．． 
終
鴨
媛
，
悶
民
に
最
も
強
い
街
撃
を
輿
え
た
も

の
と
し
て
は
）
注
眩
寺
金
堂
の
炎
上
に
よ
る
壁
画
の
燒
亡
に
及
ふ
ぶ
の
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
の
ウ
ォ
ー
ナ
氏
の
好
黛
あ
る
折
釘
に
よ
っ

て
、
せ
っ
か
く
隈
時
2

爆
翠
お
よ
び
燒
い
の
施
城
外
に
お
か
れ
≫
禁
亭
、
守
ら

れ
て
き
た
こ
の
飛
鳥
器
術
の
精
髄
が
か
く
も
は
か
な
く
失
わ
れ
よ
う
と
は
た
れ

が
考
え
得
た
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
ば
≫
こ
こ
に
事
件
の
詳
祠
や
，
失
火
頑

因
の
所
在
等
を
立
ち
入
っ
て
逃
べ
る
余
裕
を
も
た
な
い
。
し
か
し

b

見
方
に
よ

っ
て
は

A

こ
の
災
厄
は
決
し
て
箪
な
る
偶
発
内
志
故
と
は
聰
め
ぶ
た
い
。
ナ
な

わ
ち
≫
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
事
件
の
背
景
≫
、
な
い
し
遠
因
を
指
摘
す
る
こ
と
ぷ

で
き
る
の
で
あ
る
。
第
一
に
n

法
殿
寺
革
件
で
は
、
文
化
吋
JVr有
怖
と
慄
菫
行

政
と
の
対
立
を
見
の
が
す
こ
と
が
で
ぎ
な
い
。
文
化
財
所
有
糀
と
保
陸
秤
政
と

の
対
立
は
、
個
人
所
有
の
場
合
≫
i
奴
も
踏
的
な
姿
を
と
る
。
け
だ
し
≫
個
人
所

有
の
文
化
財
は
．
國
宝
な
い
し
甫
要
美
術
品
の
指
定
な
い
し
認
定
を
う
け
た
瞬

間
、
保
腰
行
政
の
対
象
と
な
り
、
い
ろ
／
＼
の
公
注
的
制
約
を
う
け
る
だ
け
で

は
な
く
、
副
次
的
に
は
>
課
茂
上
≫
た
ち
ま
主
向
額
評
使
を
冤
れ
ず
≫
i
l
d
し
、

政
府
か
ら
修
理
そ
の
他
に
つ
い
て
補
助
金
等
を
う
け
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
ぷ
文

化
財
所
有
権
に
対
す
る
制
約
は
A

他
の
所
有
権
に
比
し
て
あ
ま
り
に
過
軍
で
あ

る
と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
対
立
は
屁
寺
に
つ

い
て
も
迄
り
巽
な
い
の
で

it
．
た
い
。
た
ゞ
≫
上
述
の
よ
う
に
塾
す
の
≫
わ
が
闊

法
律
上
の
特
殊
坦
位
と
、
維
持
修
涅
の
補
助
金
を
う
け
る
も
の
は
、
お
4
む
ね

祉
寺
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
の
不
由
に
よ
っ
て
、
こ
の
菊
立
ほ
激
化

L
た
萎
を
と

ら
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
．．
 

浩
饗
和
亡
お
い
て
は
、
信
何
問
題
を

炭
擬
と
し
て
・
対
立
が
常
に
保
存
エ
・
亭
に
大
き
な
障
害
と
な
り
~
ひ
い
て
は
事

件
の
一
溶
因
と
も
な
？
て
こ
と
く
で
あ
ろ
。
す
な
わ
ち
金
堂
は

1

方
に
お
い
て

柑
信
仰
の
追
場
で
あ
る
と
と
も
に
≫
他
方
そ
れ
は
最
忍
恵
ま
れ
た
環
境
に
お
か

れ
た
A

た
ぐ
い
ま
れ
な
美
節
館
で
冷
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
信
仰
は
文
化
財
と
こ

こ
に
お
い
て
溌
＜
摺
融
合
す
る
と
と
も
に
3

文
化
財
保
存
行
政
の
立
場
に
お
か

れ
る
と
｀
固
者
の
対
立
は
;
さ
け
る
こ
と
が
で
ぎ
な
か
っ
た
。
寺
院
側
が
信
仰

堕
凶
噸
に
お
い
て
い
ろ
／
＼
の
主
張
を
固
執
し
た
の
も
：
結
局
は
金
堂
所
有
権

に
基
く
も
の
で
あ
っ
て
≫
た
と
え
ン
同
宝
保
存
法
施
行
令
に
ょ
二
'
て
b

政
府
は

補
助
金
の
交
付
を
う
け
た
國
宝
の
維
持
修
理
に
つ
し
て
は
監
督
権
を
有
す
ろ
と

は
い
え
、
こ
の
整
督
権
を
も
っ
て
寺
咤
側
の
所
有
粗
し
お
よ
び
A

そ
れ
に
も
と

づ
く
諸
主
張
を
絶
対
的
に
抑
圧
す
る
こ
と
は
実
際
問
題
と

L
て
ほ
許
含
れ
な
い

関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
（
附
言
す
る
と
、
宗
数
法
人
ぶ
修
珪
に
つ
き
同
庫
補

助
を
う
け
な
訳
ら
あ
ま
リ
張
く
自
巳
の
宗
殺
的
立
栖
な
、
主
張
す
る
こ
と
は
問
題

な
し
と
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
憲
法
第
八
4

，
九
條
に
は
宗
敦
阿
体
に
対

す
る
公
命
の
支
出
制
限
の
規
定
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
）
。
恋
す
る
に
こ
の
対
亡

は
、
文
化
財
保
陸
行
政
の
根
本
問
題
の
一
つ
で
あ
り
b

『
販
後
~
個
人
所
有
の
物

件
に
関
し
て
最
ふ
問
題
と
な
っ
た
が
、
洪
院
寺
事
倅
は
宗
激
法
人
に
つ
い
て
も

結
局
は
、
同
様
に
考
慮
せ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
対
立

を
い
か
に
罰
和
す
べ
ぎ
か
は
、
保
臨
立
渋
上
最
も
瞼
討
に
値
い
す
る
問
題
で
あ

ろ
う
。
第
二
に
、
わ
れ
わ
れ
は
従
来
の
文
化
財
保
睦
行
政
機
構
の
不
明
碑
を
指

摘
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
腟
寺
の
保
存
修
理
の
玄
露
樺
構
が
常
識
を
越
え

と
お
り
≫
三
つ
の
法
律
か
ら
で
き
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
「
霊
要
芙
衛
品
等
rJJ

保
存
に
関
す
る
注
律
」
は
い
わ
ば
．
闊
宝
の
仮
指
定
法
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
た
る
＇

目
的
は
喧
に
海
外
搬
出
の
制
限
に
す
ぎ
寸
、
い
ず
れ
に
し
て
も
國
宝
保
存
法
と

総
合
整
迎
さ
れ
る
べ
き
ち
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
、
・
「
國
宝
保
存

法
」
お
よ
び
「
史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
保
存
法
」
も
≫
そ
の
法
的
対
象
に
お
い

て
、
ま
た
し
こ
れ
に
対
す
る
法
的
保
護
態
様
に
お
い
て
≫
あ
る
い
は
せ
ま
き
に

失
L
A
あ
る
い
ほ
ふ
じ
ゅ
う
ぶ
ん
で
あ
り
と
ま
た
≫
こ
れ
ら
の
三
法
律
ほ
）
は

た
し
て
こ
の
よ
う
に
個
別
的
に
規
定
せ
ら
れ
る
べ
ぎ
必
然
性
あ
り
や
否
や
が
第

一
に
疑
問
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
≫
従
来
の
三
つ
の

法
律
の
統
一
・
墜
理
・
修
正
が
ま
ず
問
題
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
向
文

化
財
保
證
行
政
の
批
判
•
•
以
上
の
三
法
を
基
礎
と
し
て
実
施
宝
れ
て
ぎ
た
文
化

財
保
謹
行
政
は
）
そ
の
指
定
な
い
し
認
定
を
め
ぐ
っ
て
多
く
の
批
判
（
た
と
え

円
指
定
な
い
し
認
定
物
件
の
過
多
）
を
う
け
て
い
た
の
み
な
ら
ず
）
保
護
行

政
の
非
能
率
性
、
そ
の
他
に
つ
い
て
も
各
方
面
か
ら
論
議
を
免
か
れ
な
か
っ

た
。
か
く
し
て
、
必
然
に
い
文
化
財
保
證
行
政
撰
横
の
批
判
・
が

H
程
に
上
ら

ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
ら
の
諸
点
に
関
辿
し
て

A

さ
ら
に
り
新
憲
法
の
制
定
に

よ
る
法
原
理
の
韓
換

A

向
文
化
財
所
有
者
の
経
済
的
地
位
の
変
革
、
い
長
期
の

戦
争
に
よ
る
文
化
財
事
情
の
変
化
、
巳
國
際
朕
勢
の
変
轄
等
が
、
批
判
の
立
場

を
は
な
は
だ
し
く
複
雖
困
難
な
も
の
と
し
た
。

法
隆
寺
事
件
が
突
発
す
る
や
:
事
態
の
霊
大
性
に
か
ん
が
み
、
國
会
自
身
、

こ
の
難
問
題
の
解
決
に
当
る
こ
と
4

な
り
、
あ
た
か
も
衆
議
院
は
議
員
改
選
の

直
後
で
あ
っ
た
た
め
、
か
ね
て
文
化
財
保
護
に
深
い
関
心
を
よ
ぜ
て
き
た
参
議

院
文
部
委
員
会
は
ン
た
ゞ
ち
に
現
地
に
調
査
班
を
派
遣
し
）
法
監
寺
に
お
い

て
、
関
係
技
官
と
、
保
存
制
度
に
つ
い
て
い
く
た
び
か
討
議
を
霞
ね
た
。
昭
和

二
十
四
年
一
月
の
こ
れ
ら
の
現
地
町
議
の
ノ
ー
ト
か
ら
文
化
財
保
護
法
の
立
案

入

ア

、
4‘

り
．
悛
今
拉
戌
鯰
．

，
ふ

t
，
少
員
→
，
唸
汲
泊

J

→
如
品
斜
甜
悩g
岱
i
•

忍
拉
，
£
~
'
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が
発
〗
，
し
た
の
で
あ
る
。

法
の
作
成
を
國
会
立
法
の
形
式
に
よ
る
以
上
≫
ま
た
≫
文
化
問
題
の
複
維

か
つ
困
難
な
特
性
に
か
え
り
み
て
、
参
議
院
文
部
委
員
会
は
立
案
の
当
初
か
ら

世
論
と
最
も
密
接
な
接
触
を
保
と
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
学
識
経
瞼

賽
國
宝
霊
要
芙
術
品
の
所
有
者
、
関
係
当
局
者
等
を
國
会
に
招
い
て
n
立
法

方
針
、
改
正
要
綱
等
に
つ
い
て
い
く
た
び
も
懇
談
会
を
開
く
と
と
も
に
、
近

畿
・
九
州
・
東
北
・
東
海
•
関
東
・
四
嗣
・
北
梱
道
等
»
ほ
と
ん
ど
全
陶
に
わ

た
っ
て
議
員
派
造
を
行
い
≫
各
地
の
文
化
財
保
存
朕
況
の
観
察
‘
泄
論
の
聴
取

に
努
め
た
。
そ
の
問
委
員
会
は
い
く
た
び
も
車
案
を
敗
訂
発
表
し
て
≫
世
論
に

よ
る
具
体
的
な
批
判
を
も
と
め
た
の
で
あ
る
。
こ
と
に
第
五
國
会
に
「
文
化
財

保
読
法
案
」
と
し
て
提
出
し
た
法
案
は

3

不
幸
≫
審
識
未
了
と
な
っ
た
と
は
い

え
、
そ
の
内
容
が
新
開
紙
そ
の
他
に
よ
っ
て
一
般
に
周
知
徹
底
し
た
た
め
、
期

せ
ず
し
て
各
方
荊
か
ら
ほ
と
ん
ど
遂
條
的
な
批
判
≫
助
言
の
諸
願
害
・
陳
情

書
・
意
見
害
が
袈
到
す
る
こ
と
4
な
り
、
い
わ
ぼ
最
も
大
規
模
な
か
つ
最
も
効

呆
的
な
公
聴
会
の
機
会
を
得
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
と
に
近
畿
諸
府
際
の
数
育
委
、

員
会
・
古
文
化
保
存
会
・
國
立
博
物
館
職
員
組
合
・
日
本
学
術
会
議
等
か
ら
の

熱
心
か
つ
詳
細
な
批
判
≫
お
よ
び
全
園
諸
新
聞
の
本
法
案
に
関
す
る
論
説
等

は
≫
本
法
が
原
案
を
改
訂
す
る
こ
と
約
十
回
に
及
ん
だ
重
要
な
契
機
を
な
[
す
も

の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

文
化
財
保
護
法
の
成
立

文
化
財
保
護
法
は
≫
こ
の
よ

5
に
、
そ
の
制
定
に
と
り
か
4

っ
て
か
ら
成
立

に
至
る
ま
で
≫
い
く
た
び
も
改
訂
を
加
え
た
た
め
、
法
案
内
容
の
修
正
に
伴
っ

て
、
そ
の
名
称
自
体
も
い
く
た
び
か
変
え
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
そ
の
第
一
次
案

で
は
國
宝
保
存
法
の
修
正
を
ま
ず
考
慮

L
た
た
め
ン
「
國
宝
保
存
法
」
修
正
案
と

｀
 

,で

e
O、

＞
 

ン

そ
の
間
≫
衆
議
院
文
部
委
員
会
忍
ま
た
同
年
八
月
、
「
重
要
文
化
財
保
護
法
．

案
」
を
作
成
士
た
。
同
案
は
八
十
九
箇
條
か
ら
な
り
，
臨
根
本
趣
旨
に
お
い
て
≫

審
議
未
了
案
の
大
綱
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
従
来
の
同
宝
≫
重
要
美
術
品

に
加
え
て
｀
無
形
文
化
財
≫
さ
ら
に
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
を
も
，
ナ
ベ
’
て
≫

＇
「
重
宴
文
化
財
」
に
一
元
的
に
統
括
し
よ
う
と
い
う
思
い
切
っ
た
試
み
が
見
ら

れ
≫
注
的
対
象
に
お
い
て
．
確
か
に
統
一
性
ほ
典
え
ら
れ
る
が
≫
相
当
本
質
的

に
異
な
る
も
の
を
も
っ
、
こ
れ
ら
の
諸
対
象
を
一
括
し
≫
同
様
の
法
的
保
護
措

置
を
加
え
よ
う
と
す
る
こ
と
の
、
い
さ
よ
無
理
な
こ
と
は
否
定
し
得
な
い
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
≫
委
員
を
無
報
酬
と
し
た
こ
と
、
調
査
権
，
免
税
そ
の

他
の
財
政
上
の
特
例
措
樅
を
規
定
し
た
こ
と
な
ど
も
≫
参
議
院
案
に
対
す
る
相

暴
点
，
な
い
し
特
倶
点
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

他
方
、
参
議
院
文
部
委
最
会
も
≫
第
五
闊
会
閉
会
後
ふ
原
案
に
寄
せ
ら
れ
た

世
論
の
批
判
そ
の
他
を
参
考
と
し
て
引
き
続
い
て
法
案
の
改
善
修
補
に
努
竺

さ
ら
に
衆
議
院
案
を
も
採
り
入
れ
、
両
院
文
部
委
員
会
の
院
議
に
も
と
づ
い

て
≫
第
七
國
会
に
再
び
法
案
を
提
出

L
た
。
す
な
わ
ち
山
本
勇
造
氏
外
十
八
名

発
議
の
「
文
化
財
保
陸
法
」
は
二
十
五
年
四
月
二
十
五
日
≫
l
子
六
日
に
わ
た

っ
て
≫
文
部
省
委
負
会
お
よ
び
本
会
議
を
通
過
3

次
い
で
衆
議
院
に
お
い
て
、

ー
最
末
尾
の
，
地
方
稜
法
一
部
改
正
に
関
ナ
る
第
百
さ
十
一
條
の
一
箇
條
を
削
除

、
の
上
；
修
正
可
決
，
結
屑
同
法
ほ
國
会
を
通
過
≫
そ
の
成
立
を
見
る
こ
と
4

：
な
っ
た
。
本
法
は
五
月
三
十
日
公
布
．
こ
の
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
箇
月

こ
え
な
い
期
間
内
に
お
い
て

A

別
に
政
令
を
も
っ
て
≫
施
行
期
日
が
定
め
ら
れ

る
A
J

と
に
な
っ
て
い
る
。

し
て
出
発
し
、
第
二
次
案
で
は
「
文
化
財
保
存
法
」
と
な
り
ー
第
＝

1-
大
案
案
以

後
は
一
貫
し
て
「
文
化
財
保
護
法
」
の
名
称
を
と
っ
て
き
た
。
「
國
宝
」
を
「
文

化
財
」
と
変
更
し
た
の
は
a

法
の
対
象
が
國
宝
の
外
、
霊
要
文
化
財
・
史
跡
名

勝
天
然
記
念
物
・
無
形
文
化
財
等
へ
拡
大
さ
れ
た
た
め
で
あ
り
≫
「
保
存
」
を

「
保
護
」
と
変
更
し
た
の
は
≫
本
法
が
保
存
と
と
も
に
活
用
を
従
前
に
比
し
て

重
い
比
謳
に
お
い
て
採
り
上
げ
た
た
め
、
「
保
存
」
と
い
う
用
語
は
、
法
の
実
体

に
比
し
て
狭
き
に
失
す
る
の
み
な
ら
ず
3

念
ら
に
ま
た
政
府
、
池
方
公
共
園
体

お
よ
び
國
民
一
致
の
努
力
に
よ
っ
て
嗣
宝
そ
の
他
の
文
化
財
を
守
っ
て
行
こ
う

と
い
う
本
注
の
基
本
的
意
図
を
名
称
に
内
包
さ
せ
る
た
め
、
「
保
渡
」
と
い
う
表

現
を
と
る
こ
と
が
筵
当
で
あ
る
と
い
う
結
諭
に
達
し
た
か
ら
で
あ
る
。
な
お

「
文
化
財
」
と
い
う
用
語
が
、
無
形
文
化
財
や
≫
天
然
記
念
物
を
含
み
う
る
か

ど
う
か
と
い
う
論
議
も
本
法
の
制
定
過
程
に
お
い
て
行
わ
れ
た
。

昭
和
二
十
四
年
五
月
二
十
一
日
、
幾
度
も
改
訂
を
加
え
ら
れ
た
法
案
は
、
田

中
耕
太
郎
氏
外

3

十
一
名
の
発
睾
の
下
に
第
五
國
会
に
提
出
さ
れ
，
参
議
院
文

部
委
員
会
お
よ
び
本
会
議
を
通
過
し
た
が
≫
衆
議
院
を
通
過
す
る
に
至
ら
ず

L

て
閾
会
閉
会
と
な
り
>
審
議
未
了
に
終
っ
た
。
同
案
ほ
七
十
五
箇
條
か
ら
成
っ

て
い
た
が
>
従
来
の
保
存
快
規
に
対
し
て
≫
り
「
國
宝
保
存
法
」
と
「
軍
嬰
美
術

品
等
の
保
存
に
関
す
る
法
律
」
を
廃
止
し
て
、
そ
の
統
一
化
を
は
か
り
ぶ
二
文
化

財
保
護
行
政
官
底
と
し
て
新
た
に
委
員
会
制
度
を
設
け
文
部
省
の
外
局
と
し
3

こ
れ
に
事
務
局
を
付
置

L
3
本
来
の
事
業
に
専
念
ナ
る
よ
う
敦
組
さ
れ
た
胴
立

博
物
館
と
研
究
所
と
を
そ
の
付
属
機
関
と
し
た
こ
と
、
い
保
護
対
象
を
有
形
文

化
財
と
無
形
文
化
財
と
し
≫
前
者
を
國
宝
お
よ
び
霊
要
文
化
財
の
二
段
階
に
分

け
た
こ
と
、
同
実
体
的
な
保
護
規
定
を
新
た
に
加
え
≫
ま
た
整
備
L
た
こ
と
な

ど
に
お
い
て
格
段
の
く
ふ
う
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

L
か
し
，
立
案
に
ゆ
る
さ

れ
た

H
敷
が
短
期
間
で
あ
り
・
ま
た
従
来
の
注
制
と
根
本
的
に
態
様
を
異
に
し

ぃ五
P

、
文
化
財
保
譲
法
の
立
法
趣
旨

文
化
財
保
護
法
ほ
a

木
文
七
章
百
十
二
箇
條
お
よ
び
附
則
十
八
箇
條
、
計
百

、、

=
＝
＋
箇
條
か
ら
成
り
A

廣
は
ん
な
内
容
を
も
っ
、
わ
が
國
文
化
財
保
誕
の
総
合

的
統
一
法
で
あ
る
。
本
涙
の
施
行
に
伴
っ
て
従
前
の
文
化
財
保
裳
に
関
す
る
す

べ
て
の
法
規
は
廃
止
さ
れ
る
。
（
た
だ
し
、
「
重
要
美
術
品
等
の
保
存
に
関
す
る
法

律
」
だ
け
は
m

現
在
,
同
法
に
よ
っ
て
認
定
さ
れ
て
い
る
物
件
に
つ
い
｝
ふ
卜

け
≫
な
お
当
分
の
間
、
そ
の
効
力
を
有
す
る
）
。

さ
て
本
法
は
、
そ
の
内
容
か
ら
見
る
と
、
お
よ
そ
≫
二
つ
の
部
分
に
区
分
さ

れ
る
。
第
一
は
、
保
護
行
政
機
関
の
設
置
法
的
部
分
で
あ
っ
て
≫
従
来
、
文
部

省
設
置
法
の
中
に
規
定
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
こ
4

に
移
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
第
二
に
保
誤
行
政
行
為
に
関
す
る
部
分
で
≫
い
か
な
る
文
化
財
が
≫
い
か

に
し
て
保
存
せ
ら
れ
、
ま
た
≫
い
か
に
活
用
せ
ら
れ
る
か
と
い
う
方
面
を
規
定

し
た
部
分
で
あ
る
。
従
来
の
保
存
法
規
は
,

A

)

の
部
分
に
お
い
て
、
す
べ
て
統

一
的
に
規
定
せ
ら
れ
：
さ
ら
尺
璽
，
は
っ
ぎ
り
し
た
規
定
が
な
く
、
あ
る

い
は
ぜ
ん
ぜ
ん
≫
規
定
が
な
か
っ
た
埋
蔵
文
化
財

b

國
家
の
所
有
ナ
る
霊
蜀
文

化
財
，
無
形
文
化
財
に
つ
い
て
も
新
た
に
多
く
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い

る。

ヽ

さ
て
本
法
の
目
的
は
一
体
≫
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
條
ほ
「
こ

の
法
律
は
n

文
化
財
を
保
存
し
、
か
つ
、
そ
の
活
用
を
図
り
≫
、
も
っ
て
扇
民
の

文
化
的
胞
上
に
資
す
る
と
と
も
に
、
世
界
文
化
の
進
歩
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

l

と
規
定
し
て
い
る
C

A

」
4

に
揖
げ
た
立
法
目
的
の
規
定
は
≫
も
と

よ
り
．
従
来
の
各
保
存
法
規
に
は
そ
の
例
が
な
い
ぽ
か
り
で
な
く
≫
そ
の
内
容

に
お
い
て
も
≫
お
そ
ら
<
は
従
前
の
そ
れ
ら
に
内
在
し
て
い
た
と
推
断
さ
れ
る

も
の
に
対
し
て
｀
か
な
り
根
本
的
な
展
開
を
示

L
て
い
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ

効

ー9-

;9 
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震
を
め
ざ
す
な
ら
ば
口
文
化
の
自
由
な
國
際
的
交
流
を
は
か
る
こ
と
が
≫
必
両
女

な
條
件
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
3

文
化
的
帝
國
宅
義
ほ
娯
の
際
民
文
化
の
生
成

を
促
す
み
ち
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
≫
ま
た
，
文
化
財
ば
、
そ
の
う
ま

れ
出
た
國
に
お
い
て
、
そ
れ
を
と
り
ま
く
環
疫
と
風
土
と
に
お
い
て
≫
ま
た
、

そ
れ
を
生
み
育
て
4
き
た
嗣
民
に
よ
っ
て
>
B
瑕
も
正
し
く
≫
最
も
深
く
そ
の
債

値
か
理
解
さ
れ
n
そ
の
効
用
を
発
痺
さ
せ
う
る
も
の
で
あ
る
。
か
つ
闊
民
の
文

化
的
向
上
に
資
す
る
た
め
に
も
≫
ま
ず
國
民
が
常
に
た
や
す
く
そ
の
文
化
財
を

観
賞
し
う
る
こ
と
が
で
妾
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
文
化
財
は
シ
ま

た
»
そ
の
國
際
的
~
普
偏
的
何
値
の
た
め
、
経
済
的
に
も
高
く
評
債
さ
れ
る
の

ほ
当
然
で
あ
っ
て
、
か
わ
せ
関
係
、
そ
の
他
の
原
因
に
よ
る
同
際
的
投
磯
商
品

化
の
危
防
を
常
に
伴
う
の
で
あ
る
。
こ
の
窓
味
に
お
い
て
國
際
関
係
に
お
い
て

は
≫
文
化
財
の
詞
附
的
留
保
政
策
は
≫
ご
国
の
文
化
財
保
設
政
策
の
先
行
條
件

と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

要
す
る
に
文
化
財
は
≫
廣
く
文
化
ヽ
主
義
的
見
地
に
た
て
ば
A

そ
の
保
存
場
所

は
特
定
の
嗣
家
内
に
限
定
せ
ら
れ
る
べ
き
理
由
な
く
≫
む
し
ろ
世
界
的
分
散
こ

そ
≫
最
も
安
全
な
保
存
方
法
で
忍
あ
ろ
う
。
し
か
し
文
化
財
の
背
景
に
存
す
る

深
く
し
て
強
い
≫
騎
民
的
≫
國
家
的
つ
な
が
り
も
ま
た
無
厖
し
え
な
い
。
か
く

L
て
文
化
財
保
陵
政
策
に
は
≫
文
化
主
毅
的
基
調
に
対
し
≫
闊
家
主
義
的
老
慮

を
も
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
と
に
戦
後
の
わ
が
罰
に
お
い

て
は
≫
後
者
を
強
調
す
べ
き
多
分
の
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る

L
)

い
か
に
し
て
>

ま
た
≫
い
か
な
る
程
度
に
両
者
の
正
し
い
即
和
を
も
た
ら
す
べ
ぎ
か
は
n

委
晨

．
会
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
行
政
的
裁
抵
に
か
4

っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
本
法
は
A

委
殷
会
に
文
化
の
本
質
に
対
し
て
高
い
詭
見
を
も
と
め
（
九
條
）
、
ま
た
≫
國
民

文
化
か
向
上
の
た
め
a
文
化
財
の
拗
際
的
交
流
の
道
を
設
け
，
そ
の
妙
味
あ
る

運
用
を
期
待
し
て
い
る
の
ゼ
あ
る
盆
芋
四
條
）
。

奎
弓
―
炉
心
釈
岱
阻
釦
即

f8
註
遷
置
―
-

J'Fニー三
葦
量
量
翌
を
l-Lt

、
リ
姐
り
ふ

ば
な
ら
な
い
。

人
世
観

3

な
い
し
、
批
界
観
は
、
こ
れ
を
お
＼
ま
か
に
分
け
れ
ば
≫
人
格
ヽ
主

袈
的
な
い
し
個
人
主
義
的
批
界
観
，
文
化
、
主
義
的
性
界
観

．．
 

漏
体
主
義
的
な
い

し
澤
家
主
義
的
世
界
観
の
三
つ
と
な
る
で
あ
ろ

5
0
こ
れ
ら
は
そ
れ
19..
｀

9

個
人

的
人
格
債
値
・
作
品
債
値
・
閻
体
債
値
の
い
ず
れ
を
も
っ
て
最
高
僚
値
と
み
な

す
か
に
も
と
づ
く
の
で
あ
る
。
．
す
べ
て
の
法
律
は
、
そ
の
目
的
な
い
し
，
涅
念

に
お
い
て
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
に
立
弾
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
文
化
主

義
的
世
界
観
は
）
人
世
な
い
し
，
國
家
の
殻
高
謀
廻
を
文
化
的
活
動
お
よ
び
そ

の
所
産
に
も
と
め
る
。
し
た
が
っ
て
個
人
の
債
値
は
・
文
化
所
産
に
関
す
る
活

動
に
寄
輿
す
る
程
度
に
よ
り
、
ま
た

3

國
家
の
債
鍍
は
≫
そ
の
内
包
す
る
文
化

所
産
の
多
少
に
よ
っ
て
測
定
さ
れ
る
e

文
化
財
保
蕗
法
は
、
上
述
の
と
お
り
そ

の
目
的
の
一
っ
を
「
文
化
財
を
保
存
＇
す
る
一
こ
と
に
お
く
の
で
あ
る
か
ら
、
文

化
主
萎
的
世
界
證
に
≫
ま
ず
そ
の
基
調
の
存
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

L
か
し
本
法
の
と
ら
ん
と
す
る
文
化
ヽ
主
義
は
，
文
化
財
保
存
主
義
，
す
な
わ
ち

保
存
の
た
め
の
保
存
と
い
う
消
極
的
文
化
主
義
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
本
法
が
≫
文
化
財
の
保
存
に
努
め
る
の
心

3

保
存
と
活
用
と
が
相
伴
っ
て
行

く
こ
と
を
ね
が
っ
ズ
い
る
の
で
あ
る
。
文
化
財
の
保
存
は
，
文
化
財
の
活
用
に

よ
る
「
國
民
の
文
化
的
向
上
」
、
文
化
的
活
勁
の
刺
激
と
い
う
≫
よ
り
高
次
の
稜

極
面
に
奉
仕
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
立
場
は
新
憲
法
の
立
脚
す
る
基
本

原
理
の
―
つ
で
あ
る
民
主
主
義
と
も
合
致
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
そ
れ

は
文
化
の
民
主
化
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
文
化
主

畿
は
≫
決
し
て
文
化
至
上
主
義
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
「
國
民
の
文
化
的
向

古

と

は
b

憲
法
第
二
十
五
條
の
「
文
化
的
生
活
．
一
と
同
じ
く
A

一
切
の
生
活

範
域
に
わ
た
る
人
間
の
理
想
追
及
の
生
活
を
も
意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
作

品
債
俯
は
も
と
よ
り
。
人
格
的
敢
養
の
向
上
≫
人
格
債
値
も
吉
た
当
然
そ
こ
に

志
向
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
:
す
ぐ
れ
，
た
文
化
的
作
品

A

を
た
文
化
的
活
蜀
は
、

人
格
的
絞
没
の
向
上
に
貸
す
る
穀
も
艮
ぎ
手
段
の
一
っ
と
い
さ
う
る
で
あ
ろ

1
0
 

宮
依
主
淀
的
｀
出
る
い
は
國
家
、
王
苺
会
的
世
界
観
に
よ
れ
ば
≫
作
口
加
債
億
お
よ

び
人
格
伯
磁
は
'
い
ず
れ
も
園
体
債
値
に
従
属
ナ
る
C

文
化
さ
お
ょ
び
人
格
は

そ
れ
自
体
と
し
て
ぱ
絶
対
債
値
を
も
た
ず
、
二
園
家
に
対
す
ろ
奉
仕
い
か
ん
さ
國

家
的
栄
誉
の
壻
進
に
寄
呉
す
る
や
否
や
に
よ
っ
て

A

偉
来
的
債
値
を
院
呉
さ
れ

る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
‘
っ
て
桓
端
な
國
家
主
義
と
も
な
れ
ば
≫
文
化
的

所
産
も
ま
た
、
闘
家
的
威
力
を
発
楊
す
る
一
手
段
に
す
ぎ
ず
≫
い
わ
ゆ
る
文
化

的
帝
闊
主
義
が
成
立
す
る
。
も
っ
ば
ら
文
化
財
の
匪
出
ま
た
は
移
出
の
制
限
を

目
的
と
し
て
制
定
含
れ
た
「
主
翌
芙
術
品
等
の
保
存
に
関
す
る
法
律
」
が
≫
文

化
的
鎮
閾
主
婆
を
と
り
3

國
家
的
栄
誉
保
持
の
た
め
文
化
財
を
國
内
に
留
保
せ

ん
と
す
る
閾
家
主
義
的
文
化
観
の
上
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
る
と
は
、
冷
と
よ

り
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
が
b

同
法
，
並
び
に
、
「
國
宝
保
存
法
」
第
三
條
の

甑
出
ま
た
は
移
出
の
制
限
規
定
の
運
用
は
，
従
来
、
い
さ
含
か
叢
格
に
失
し
た

き
ら
い
な
し
と
は
し
な
い
。

そ
も
そ
も
文
化
の
本
質
を
考
慮
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
わ
が
國
が
世
界
に
誇
る

数
多
く
の
古
文
化
財
は
，
い
ず
れ
も
大
陸
文
化
の
強
い
影
響
の
も
と
に
生
れ
た

も
の
で
あ
っ
て
，
す
ぐ
れ
て
個
性
的
な
國
民
文
化
ほ
ど
，
か
え
っ
て
世
界
文
化

と
の
探
い
交
流
か
ら
生
れ
る
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
〗
呉
の
関
民
文

化
と
は
，
個
性
の
ゆ
た
か
な
文
化
的
図
民
が
，
世
界
文
化
と
の
自
由
た
交
洗
に

よ
っ
て
触
発
さ
れ
A

ひ
た
す
ら
登
造
的
文
化
贋
値
を
追
求
し
た
遜
程
に
お
い

て
A

お
の
ず
か
ら
生
れ
た
独
自
の
腔
色
あ
る
文
化
的
所
奎
の
集
租
の
総
称
で
あ

る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
し
た
が
っ
万
文
化
財
保
護
政
策
も
m

鰈
に
個
性
あ
る
閲
民
文
化
の
維
持
発

要
す
る
に
本
法
は

A

そ
の
立
法
坦
念
に
念
い
て
≫
文
化
主
義
に
立
騨
す
る
。

し
か
し
そ
れ
ほ
消
極
的
な
文
化
限
存
主
差
で
は
な
く
，
函
内
的
に
は
公
開
≫
國

際
的
に
は
文
化
財
の
交
流

b

外
人
の
来
霞
招
致
毎
）
い
ろ

l
＼
の
活
用
面
を
媒

介
と
し
万
國
民
の
文
化
的
向
上
A

枇
界
文
化
の
進
歩
に
寄
奥
せ
ん
と
す
る
租

極
的
文
化
主
義
で
あ
る
。
新
憲
法
に
い
わ
勅
る
「
図
際
社
会
に
お
い
て
名
誉
あ

る
地
位
を
し
め
る
」
こ
と
も
≫
か
く
し
て
ほ
じ
め
て
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
一
九
五
〇
≫
1
へ
≫
五
）
（
参
議
院
文
部
専
門
委
員
）

（写
i

呉
の
法
隆
寺
西
院
全
景
ほ
修
珪
前
の
空
中
撮
影
）

7
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荏

文
化
財
保
臨
法
の
法
の

制
定
経
過
お
よ
び
文
化
財

・
保
存
活
用
の
文
化
的
意
義

に
つ
い
て
は
、
別
稽
竹
内

氏
の
所
輪
に
よ
っ
て
述
べ

ら
れ
て
い
る
の
で
≫
わ
た

く
し
は
、
本
法
立
案
の
基

碇
と
な
っ
た
基
本
的
構
想

を
≫
立
案
審
議
邁
程
に
お

い
て
問
題
と
な
っ
た
諸
点

'
に
触
れ
つ
ょ
述
べ
>
あ
わ

竺
‘i
各
文
化
財
別
に
そ
の
↑

規
定
の
嬰
点
の
み
を
概
略

S
右
の
有
形
文
化
財
の
定
義
で
「
有
形
の
文
化
的
所
産
」
と
は
這
人
為
の
加

え
ら
れ
た
物
体
を
意
味
し
．
通
例
は
人
類
の
精
紳
的
作
為
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ

ま
た
は
加
工
さ
れ
た
芯
の
で
あ
る
が
>
限
に
人
類
に
よ
り
債
値
認
定
を
加
え
ら

、
れ
た
自
然
物
（
た
と
え
は
人
骨
・
殿
骨
等
の
考
古
究
料
の
よ
う
な
も
の
）
も
含

ま
れ
る
。
ま
た
「
わ
が
國
に
と
っ
て
歴
史
上
債
傭
の
高
い
も
の
」
と
ほ
、
わ
が

、
、
、
、
、
、
、
、

國
の
歴
史
を
解
明
す
る
上
に
お
い
て
債
値
の
高
い
も
の
を
指
し
、
「
わ
が
闊
に
と

っ
て
藝
術
上
債
値
の
高
い
も
の
」
と
は
、
わ
が
闊
の
閾
民
文
化
の
特
質
を
象
徽

す
る
藝
術
な
い
し
は
ま
だ
完
全
に
閾
民
文
化
の
砂
質
を
象
徽
す
る
年
ま
で
に
は
至

．
ら
ぬ
と
し
て
も
、
現
に
國
民
文
化
に
探
り
入
れ
ら
れ
＞
融
合
さ
れ
つ
4
あ
h
、や

が
て
ほ
≫
國
民
文
化
質
の
特
を
象
徴
す
る
こ
と
が
必
然
で
あ
る
萎
術
≫
そ
の
寮

術
土
債
値
の
高
い
も
の
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
以
上
の
條
件

を
備
え
る
限
り
、
日
本
民
族
の
創
造
す
る
も
の
に
限
る
こ
と
な
く

A

渡
束
品
で

あ
っ
て
も
≫
他
民
族
の
創
迄
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
．
本
法
の
有
形
文
化
財
と

す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
。
法
跨
寺
の
建
築
絵
回
等

A

正
倉
院
の
御
物
等
は
中

國
、
朝
鮮
は
も
と
よ
り
、
遠
く
イ
ン
ド
、
ア
ッ
シ
リ
ア
、
ギ
リ
シ
ア
の
美
術
の
梓

を
集
め
た
も
の
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
う
ち
他
民
族
の
手
に
な
り
≫
渡
来
し
た
も

の
も
少
く
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
心
の
は
．
わ
が
罰
惑
術

の
源
流
と
な
り
ま
た
國
民
文
化
の
発
展
に
根
源
的
影
響
を
及
ぼ
し

b

今
日
に
お

い
て
は
≫
わ
が
國
の
蕊
術
の
精
髄
を
象
微
L
≫
ま
た
わ
が
國
の
膠
史
の
解
明
上

き
わ
め
て
軍
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
な
ん
び
と
も
疑
わ
な
い
と
こ
ろ
で
あ

る。
無
形
文
化
財
の
定
義
で
「
無
形
の
文
化
的
所
産
」
と
は
n

人
類
の
精
紳
的
作

ゎ

ざ

わ

ざ

為
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
技
ま
た
は
技
を
中
心
と
し
て
表
現
さ
れ
る
も
の
を
い

う
。
そ
の
他
の
要
件
に
つ
い
て
は
有
形
文
化
財
に
つ
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
と
同

様
で
あ
る
。

史
跡
名
膀
天
然
記
念
物
は
、
従
前
の
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
保
存
法
の
対
象

と
ま
っ
た
く
同
＇
一
で
あ
る
。

、

、

、

、

、

、

有
形
文
化
財
の
限
定
と

t
て
一
筋
史
上
ま
た
は
藝
術
上
債
値
の
高
い
も
の
」

と
し
た
こ
と
に
関
連
し
て
学
術
資
料
の
保
誤
の
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
．
審

議
過
程
に
お
い
て
H
太
学
術
会
議
そ
の
他
か
ら
≫
廣
＜
云
阪
学
術
査
料
を
も
保

孵
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
有
力
か
つ
理
由
あ
る
要
華
が
あ
っ
た
。
こ
の

学
衡
贅
料
と
は
）
た
と
え
ぼ
、
動
植
物
学
に
お
け
る
基
準
標
本
で
あ
る
と
か
、

学
術
文
献
と
し
て
唯
一
無
二
の
叢
雰
な
も
の
で
あ
る
と
か
>
今
後
の
自
然
科
学

発
慶
の
基
礎
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
歴
史
資
料
や
藝
術
上
の
文
化
財
と
同
様
こ

つ
学
術
資
料
が
文
化
上
霞
要
で
あ
る
こ
と
は
し
褻
術
と
科
学
が
文
化
の
二
大
支

柱
で
あ
る
こ
と
か
ら
見
て
当
然
で
あ
る
。
L
か
し
索
法
立
案
に
際
し
て
は
≫
さ

し
当
り
こ
の
学
術
資
料
は
3

考
古
資
料
お
よ
び
天
然
記
念
物
を
除
く
外
一
應
除

外
し
た
。
そ
の
理
由
は
＂
学
術
資
料
の
保
存
»
活
用
は
•
本
法
の
対
象
と
な
っ

た
歴
史
上
ま
た
は
学
術
上
の
文
化
財
の
そ
れ
と
相
当
異
な
っ
た
方
法
に
よ
る
必

要
が
あ
り
．
ま
た
歴
史
上
ま
た
は
学
術
上
の
文
化
財
に
比
し
て
そ
の
保
存
朕
況

ほ
、
今
日
そ
れ
ほ
ど
憂
慮
す
べ
き
朕
況
に
な
い
の
で
、
拙
速
を
迪
け
．
今
後
時

日
を
喪
し
て
恨
霊
研
究
の
上
、
適
切
な
成
案
を
得
べ
き
で
あ
る
と
い
う
結
綸
に

逹
し
た
か
ら
で
あ
る
。
学
術
資
料
保
護
の
制
度
の
一
日
も
す
み
や
か
に
実
現
さ

れ
る
こ
と
を
切
望
し
て
や
ま
な
い
。

回
次
に
上
述
の
有
形
文
化
財
は
、
本
法
の
適
用
上
③
國
宝
お
よ
び
霊
要
文
化

財
⑮
埋
蔵
文
化
財
．
似
そ
の
他
の
一
般
有
形
文
化
財
に
分
け
ら
れ
る
。

軍
要
文
化
財
円
有
形
文
化
財
の
う
ち
震
要
な
も
の
（
従
前
の
闊
宝
に
相
当

す
る
も
の
）
で
あ
り
．
國
宝
は
そ
の
重
要
文
化
財
の
う
ち
で
も
世
界
文
化
の
見

地
か
ら
債
僅
の
高
い
も
の
で
≫
た
ぐ
い
な
い
胴
民
の
宝
た
る
も
の
と
し
て
特
に

霰
選
さ
れ
る
冷
の
で
あ
る
。
國
宝
お
よ
び
軍
要
文
化
財
は
文
化
財
保
護
委
員
会

ー

岸

田

文
化
財
保
護
法
の
構
想
と
要
点

実

＇ 

説
明
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

ま
ず
本
法
は
、
次
に
掲
げ
る
諸
点
を
基
本
的
楕
想
と
し
て
制
定
さ
れ
た
。

-
＊
法
の
対
象
た
る
文
化
財
の
範
囲

太
法
の
対
象
た
る
文
化
財
は
、
審
職
過
程
に
お
い
て
数
次
の
改
変
の
結
果
次

の
三
種
の
も
の
が
規
定
さ
れ
た
こ
一
條
）
。

仰
建
造
物
・
絵
画
・
彫
刻
・
エ
臨
品
・
害
跡
・
鉦
跡
・
典
籍
・
古
文
壼
・
民

族
賽
料
そ
の
他
の
有
形
の
文
化
的
所
筵
で
≫
わ
が
扇
に
と
っ
て
歴
史
上
ま
た

は
陸
術
上
債
値
の
高
い
も
の
お
よ
び
考
古
資
料
ー
ー
有
形
文
化
財
と
い
う
。

四
涼
刷
・
晋
染
・
エ
藝
技
術
そ
の
他
の
無
形
の
文
化
的
所
壷
で
、
わ
が
國
に

と
っ
て
歴
史
上
ま
た
は
藝
術
上
便
値
の
高
い
も
の
ー
！
無
形
文
化
財
と
い

う。

③
史
跡
；
名
勝
お
よ
び
天
然
記
念
物
｀
ー
．
I

史
跡
名
勝
天
然
配
念
物
と
酪
称
す

る。
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＇ 

'~, 
＇ 



l

l

-

’

―il-
―

i
麿
為
緯

護
2
優
先
順
位
を
ど
う
定
め
る
か
な
ど
は
、
わ
が
國
國
民
文
化
の
特
質
と
そ
の

発
展
推
移
に
適
隠
し
て
運
営
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
≫
そ
れ
に
は
、
箪
に

行
政
実
務
経
験
や
政
治
的
判
断
で
は
期
待
で
ぎ
ず
5

國
民
文
化
お
よ
び
世
界
文

化
を
含
め
た
意
昧
に
お
け
る
文
化
に
関
し
高
い
詭
見
を
根
抵
と
し
て
n

常
に
生

氣
あ
る
運
用
が
な
さ
れ
な
け
れ
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
の
時
々
の
政
治
勢
力

の
変
動
に
伴
っ
て
文
化
財
保
誤
行
政
の
方
鉗
が
浮
動
し
、
ま
た
≫
万
一
に
も
時

の
政
治
勢
力
に
左
右
さ
れ
て
保
誤
の
対
象
が
変
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
≫
と

う
て
い
文
化
財
の
保
誤
は
≫
そ
の
一
貫
性
を
保
つ
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
。
こ
の
実
務
偏
霞
に
よ
る
運
用
の
定
型
平
板
化
と

4

政
治
勢
力
介
入
に
よ
る

行
政
の
浮
動
低
調
化
を
避
け
，
文
化
的
に
権
威
あ
る
保
臨
の
万
全
を
期
す
る
た

め
、
本
法
は
，
文
化
財
保
謹
委
最
会
を
設
け
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
委
員
会
が
高
い
文
化
的
識
見
に
基
く
良
識
あ
る
総
合
判
断
に
よ
り
保
護
行
政

の
円
滑
適
切
な
蓮
営
を
行
い
、
そ
の
綜
括
指
揮
下
に
酪
す
る
に
事
務
局
を
泣

き
、
そ
の
方
針
を
実
務
的
に
具
体
化
せ
し
め
盆
法
一
六
條
ー
一
九
條
）
n

ま
た
専

門
審
議
会
を
渥
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
部
門
の
専
門
的
≫
技
術
的
知
識
を
提
供
さ
ぜ

る
（
法
＿
二
條
）
と
と
も
に
，
國
立
簿
物
館
を
附
属
さ
せ
て
文
化
財
の
企
両
性

あ
る
屡
覚
を
行
い
國
民
の
文
化
的
啓
発
に
当
ら
し
め
（
法
一
三
條
）
≫
研
究
所
に

よ
っ
て
有
形
＞
無
形
の
文
化
財
の
調
査
研
究
を
所
掌
さ
せ
て
行
政
運
用
に
寄
興

さ
せ
る
こ
と
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
法
二
三
條
）
。

⇔
-
J

の
委
員
会
の
独
立
権
限
お
よ
び
使
命
に
ふ
さ
わ
し
い
委
負
を
得
る
た
め

に
、
そ
の
任
命
は
≫
上
述
の
と
お
り
文
化
に
関
し
高
い
識
見
を
有
す
る
者
の
う

ち
か
身
両
議
院
の
同
意
を
経
て
文
部
大
臣
が
行
Ar
こ
と
と
し
て
≫
・
文
部
大
臣

の
専
決
を
達
け
る
と
と
も
に
≫
そ
の
他
の
任
用
上
の
資
格
嬰
件
を
必
要
と
せ

ず
、
自
由
に
適
材
を
簡
抜
L
う
る
砲
前
と
し
た
。
ま
た
n
任
期
制
度
を
と
る
と

と
も
に
身
分
の
保
障
を
厚
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
法
九
條
f
'
+
l
條
）
°
服
移

ペ・

• 

ー
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こ緑`

に
よ
こ
指
定
せ
ら
れ
'
*
法
に
お
い
て
．
最
も
軍
要
な
保
護
対
象
と
し
て
そ

の
管
理
≫
修
理
お
よ
び
活
用
に
つ
ぎ
綿
密
な
保
裳
お
よ
び
指
導
の
規
定
が
設
け

ら
れ
て
い
る
。

軍
嬰
文
化
財
の
癖
囲
に
関
迦
し
て
審
議
過
程
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た
の

ほ
A

西
洋
美
衛
品
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ロ
ゲ
ン
の
傑
作
の
ご
と
き
西
洋
美
術
品

を
本
法
の
霊
要
文
化
財
に
指
定
し
う
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
こ
の
判
定
の
基

準
に
つ
い
て
は

2

そ
の
藝
術
上
の
債
値
と
と
も
に
罠
民
文
化
に
対
ナ
る
融
合
の

度
合
が
軍
要
な
モ
ン
メ
ン
ト
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
≫

わ
が
閾
の
國
民
文
化
の
特
質
を
象
徽
す
る
要
術
か
ら
見
て
震
要
な
債
値
ぶ
あ
る

か
ど
う
か
に
よ
っ
て
判
定
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
西
洋
美
術
品
が
こ
れ
に
適

合
す
る
か
否
か
は
≫
良
識
あ
る
文
化
財
保
謹
委
員
会
の
現
在
に
お
け
る
國
民
文

化
の
本
質
の
理
解
認
識
を
基
礎
と
し
て
、
ま
た
世
論
の
正
し
い
判
断
に
よ
っ
て

今
後
解
決
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
。

埋
蔵
文
化
財
ぱ
申
す
ま
で
も
な
く
地
下
に
埋
蔵
念
れ
て
い
る
文
化
財
す
な
わ

ち
人
類
学
・
考
古
学
お
よ
び
謄
史
学
の
貴
重
な
学
術
資
料
た
る
も
の
で
≫
遣
失

物
法
に
規
定
す
る
埋
蔵
物
盆
動
産
）
た
る
も
の
が
主
で
あ
る
が
≫
士
地
に
付
合

さ
れ
て
い
る
も
の
（
た
と
え
ば
石
器
時
代
穴
居
跡
等
）
心
含
む
。
埋
蔵
文
化
財

に
つ
い
て
は
、
そ
の
乱
掘
の
防
止
、
合
理
的
発
掘
'
発
掘
後
の
駕
属
関
係
お
ょ

ぴ
処
理
に
関
す
る
特
別
の
規
定
を
設
け
て
い
る
。

そ
の
他
の
一
般
有
形
文
化
財
に
つ
い
て
は
、
特
別
に
保
護
の
規
定
は
設
け
な

い
が
、
文
化
財
保
護
委
負
会
附
属
の
閾
立
博
物
館
の
牧
集
≫
保
管
お
よ
び
展
覧

の
対
象
と
さ
れ
、
ま
た
研
究
所
の
調
査
研
究
の
対
象
と
さ
れ
る
。

い
無
形
文
化
財
に
つ
い
て
は

A

そ
の
う
ち
特
に
噴
要
な
忍
の
で
あ
っ
て
n

親

朕
の
ま
ま
放
檻
す
る
と
き
は
衰
亡
す
る
お
そ
れ
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
新
た
に

助
威
を
行
う
と
と
も
に

4

あ
わ
せ
て
そ
の
企
開
活
用
の
指
簿
お
よ
び
保
談
の
拮

=――-＝＿
_-l』
-
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置
が
規
定
さ
れ
た
。

ま
た
史
跡
名
膀
天
然
記
念
物
に
つ
い
て
ほ

A

霞
要
文
化
財
と
同
様
文
化
財
保

誰
委
員
会
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
（
従
前
の
法
律
と
同
搬
都
道
府
謀
の
数
育
委
員

会
に
よ
る
仮
指
定
の
制
度
も
存
置
し
て
あ
る
。
）
そ
の
管
理
≫
復
日
に
つ
ぎ
保
護

お
よ
び
指
導
の
規
定
を
整
備
し
た
。
ま
た
新
た
に
特
別
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物

の
制
度
を
設
け
、
特
に
譲
要
な
も
の
を
巖
選

L
重
点
保
護
を
加
え
る
こ
と
に
し

こ。
キ‘

当
初
本
法
は
、
國
宝
保
存
法
の
改
正
と
し
て
発
足
し
た
の
で
あ
っ
た
が
≫
そ

の
後
各
方
面
か
ら
の
意
見
を
参
照
し
≫
無
形
文
化
財
保
護
の
規
定
を
加
え
≫
次

い
で
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
を
統
合
し

A

含
ら
に
埋
廠
文
化
財
保
誨
の
制
度
を

採
り
入
れ
る
に
至
り
、
全
文
百
一
一
子
條
の
大
法
典
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

二
文
化
財
保
護
委
員
会
の
設
置

日
本
法
は
、
文
化
財
保
護
行
政
の
責
任
機
関
と
し
て
文
化
財
保
誰
委
賃
会
を

設
置
し
た
。
こ
の
委
貞
会
ぱ
＞
文
部
省
の
外
屁
た
る
合
議
制
の
行
政
官
慶
で
あ

っ
て
（
法
五
條
一
項
）
≫
文
化
に
関
し
高
い
識
見
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
選
ば

れ
た
：
ヰ
人
の
委
員
で
楕
威
さ
れ
る
（
誌
八
條
）
。
委
員
会
は
，
独
立
し
て
巖
権

を
行
う
Q

法
五
條
二
項
）
o
．
す
な
わ
ち
文
部
大
臣
の
具
体
的
指
揮
監
督
を
受
け
な

ぃ
巧
委
員
会
独
自
の
判
断
に
よ
り
保
誨
行
政
を
運
営
し
て
行
く
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
霰
従
前
は
、
安
部
省
社
会
毅
育
局
文
化
財
保
存
課
の
僅
か
十
五
a

六

人
の
鞭
負
が
行
政
運
営
の
衝
に
当
り
≫
そ
の
技
術
面
は
図
立
博
物
館
の
調
査

諜
≫
修
理
保
存
課
を
中
心
と
す
る
技
徳
陣
営
が
担
当
し
て
い
た
が
、
こ
の
提
構

的
分
散
は
）
職
頁
の
饂
剣
な
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
指
坑
系
統
お
よ
び
責
任

の
所
在
の
明
碇
を
欠
き

3

存
政
の
統

i

性
確
保
の
全
ぎ
を
瑚
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
う
ら
み
が
あ
っ
た
C

ま
た
元
来
文
化
財
保
誤
行
政
は

A

文
化
の
本
質
に
関

迎
す
る
も
の
で
あ
二
J

、
し
か
な
る
文
化
財
を
保
護
す
べ
き
か
≫
ま
た
そ
の
保

に
つ
い
て
も
観
念
上
は
常
勤
職
で
あ
る
が
≫
特
別
職
と
し
一
＼
國
家
公
務
員
法

の
適
用
を
受
け
ず
，
拘
束
時
間
の
制
約
も
≫
兼
業
の
制
限
も
た
く
、
も
っ
ば
ら

委
員
の
良
識
と
責
任
に
甚
く
服
務
を
期
待
し
≫
給
典
も
わ
が
認
の
代
表
的
文
化

人
を
過
す
る
に
相
應
の
額
を
定
め
て
い
る

G
図
家
公
務
員
法
二
條
一

i

一
項
、
特
別

躁
の
給
奥
に
関
す
る
法
律
一
條
十
四
号
の
一
一
・
別
表
）
。

こ
の
委
晨
会
の
運
用
、
し
た
が
っ
て
ま
た
委
員
の
人
選
い
か
ん
こ
そ
は
≫
本

法
制
定
の
目
的
お
よ
び
理
想
を
達
成
で
き
る
か
ど
う
か
の
最
も
た
い
せ
つ
な
キ

ー
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

三
重
要
文
化
財
の
再
桧
討
お
よ
び
重
点
的
保
菌

従
前
の
罰
宝
保
存
法
に
よ
る
國
宝
は
現
在
七
千
件
に
近
ぐ
、
重
要
美
術
品
等

の
保
存
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
≫
い
わ
ゆ
る
震
芙
も
八
千
件
を
こ
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
物
の
う
ち
に
は
>
今
日
か
ら
見
れ
ぼ
≫
國
宝
と
し
て
の
債
値
の
低
い

も
の
も
あ
る
由
で
あ
る
。
ま
た
、
文
化
財
の
保
護
の
見
地
の
み
か
ら
い
え
ば
．

保
護
す
べ
き
文
化
財
ば
少
し
で
も
多
い
こ
と
が
望
ま
し
い
が
3

し
か
し
現
在
の

國
力
を
考
慮
す
る
と
き
は
≫
お
の
ず
か
ら
こ
れ
に
相
應
す
る
限
定
も
や
む
を
得

な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
前
の
闊
宝
保
存
に
つ
い
て
の
欠
点
の
一
と
し
て
、
國

宝
指
定
件
数
が
多
き
に
過
ぎ
、
し
た
が
っ
て
そ
の
保
臨
が
と
か
く
総
花
的
と
な

っ
て
徹
底
を
欠
く
と
と
も
に
、
政
府
の
指
導
藍
督
も
行
き
渡
ら
な
か
っ
た
こ
と

が
識
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本
法
制
定
に
際
し
て
は
、
こ
の
過
去
の

欠
点
を
是
正
し

A

文
化
財
の
保
存
活
用
の
効
率
化
を
図
る
た
め
に
≫
本
法
制
定

を
契
様
と
し
て
≫
霞
要
文
化
財
に
つ
き
改
め
て
再
鍍
査
を
加
え
る
こ
と
を
予
定

し
て
立
案
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ナ
な
わ
ち

A

従
詢
の
國
宝
は
一
應
本
法
の
霊
埓

文
化
的
に
切
り
替
え
る
が
≫
し
か
し
本
怯
施
行
後
再
鑑
査
を
待
い
A

巖
格
に
そ

の
文
化
財
債
値
を
検
討
し
≫
そ
の
債
位
の
低
い
も
の
は
指
定
を
解
除
す
る
こ
と

に
す
る
（
法
附
則
―
一
五
條
）
。
ま
た
霊
要
芙
術
品
に
つ
い
て
は
、
軍
要
美
術
品

ー 15- --14 -
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の
保
存
に
関
す
る
法
律
を
廃
止
し
う
こ
ん
ど
新
た
な
認
定
は
行
わ
ず
≫
現
在
の

認
定
物
件
は
≫
本
法
施
行
後
な
る
べ
<
す
み
や
か
に
そ
の
再
鑑
査
を
行
ヽ
本

法
の
重
要
文
化
財
に
相
当
す
る
も
の
は
霰
選
し
て
こ
れ
に
指
定
し
≫
そ
の
他
は

全
部
認
定
の
解
除
を
行
う
こ
と
と
し
た
（
法
附
則
―
―
六
條
）
。
さ
ら
に
重
点
的

保
護
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
．
上
述
の
と
お
り
國
宝
お
よ
び
霊
要
文
化
財
の
二
段

階
を
設
け
る
こ
と
と
し
、
新
た
に
國
宝
に
指
定
さ
れ
た
も
の
ほ
、
楓
に
闊
民
の

宝
と
し
て
優
先
的
に
保
護
し
≫
こ
れ
に
要
す
る
経
費
は
．
最
重
要
施
策
と
し
て

予
算
に
計
上
し
．
絶
対
的
に
そ
の
保
存
の
確
保
を
期
す
べ
き
こ
と
を
本
法
は
要
‘

請
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
L
た
が
っ
て
≫
本
法
に
よ
る
闊
宝
に
は
、
現
在
の
國

宝
の
う
ち
、
ご
く
少
数
の
、
特
に
債
値
の
高
い
も
の
の
み
が
厳
選
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
0

、

.

‘

史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
に
つ
い
て
も
≫
同
襟
の
趣
旨
で
、
特
別
の
も
の
と
一

般
の
も
の
と
の
二
段
階
が
設
け
ら
れ
た
が
、
今
後
の
運
用
に
つ
い
て
も
重
点
保
會

護
主
義
が
採
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

四

＾

ム

釜

と

私

釜

の

調

整

タ

9
國
宝
そ
の
他
の
軍
要
文
化
財
が
國
民
文
化
に
と
っ
て
貴
重
な
も
の
で
あ
る

こ
と
は
上
述
の
と
お
り
で
あ
る
が
≫
そ
れ
は
同
時
に
所
有
者
に
と
っ
て
も
一
般

財
産
と
は
異
な
る
秘
蔵
珍
重
の
対
象
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
あ
る
い
は
≫
祖
先

停
来
の
家
宝
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
信
仰
の
殿
堂
で
あ
り
、
対
象
で
あ
り
≫

そ
の
他
祉
寺
に
と
り
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
宗
激
的
意
味
を
持
つ
も
の
で
も
あ

c
 

る
。
こ
の
よ
う
な
特
殊
性
あ
る
が
ゆ
え
に
他
の
行
政
法
令
の
場
合
と
比
較
に
な

ら
ぬ
微
妙
な
公
釜
と
私
釜
の
対
立
矛
盾
を
包
蔵
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

も
し
≫
重
要
文
化
財
の
保
存
≫
活
用
に
つ
い
て
≫
所
有
者
の
立
場
を
顧
慮
す
る

こ
と
な
く
≫
公
共
の
輻
祉
の
名
に
お
い
て
張
権
を
行
使
す
る
と
す
れ
ば
．
所
有

者
は
、
堪
え
難
い
軍
圧
を
こ
う
む
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
L
か
L
．
ま
た

心
点
苓
“
9

戸
哀
喜
ゃ
｝
．

る
＇
つ
い
て
ほ
≫
v

こ
と
が
祉
会
正
蓑
上
是
，

＇
と
同
様
に
ふ
＇
9
:
J

の
交
化
的
蚤
命
を
持
つ
、
國
頁
的
財
奎
た
る
軍
要
文
念
物
．
重
要
美
術
品
は
．
総
額
百
万
円
を
限
度
と
し
て
非
課
税
と
な
っ
た

0
生
存
の
保
障
は
、
文
化
國
家
と
し
て
ぜ
ひ
と
も
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
盆
附
則
―
―
―
i
O
條

）

。

．

｀

な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
そ
れ
杓
所
有
者
個
人
の
た
め
の
補
助
で
は
な
②
第
七
國
会
で
審
議
未
了
と
な
っ
た
地
方
税
法
案
の
固
定
資
財
税
に
お
い
て

-
＾
生
命
あ
る
震
要
文
化
財
そ
れ
自
体
に
対
す
る
補
助
な
の
で
あ
る
。
こ
の
霊
も
國
宝
そ
の
他
の
震
薬
文
化
財

4

特
別
史
跡
そ
の
他
の
史
跡
9

特
別
名
勝
そ

又
化
財
保
護
に
つ
い
て
の
國
の
財
政
的
援
助
の
緊
要
性
と
特
殊
性
を
わ
れ
わ
の
他
の
名
勝
お
よ
び
霊
要
美
術
品
た
る
家
屋
お
よ
び
そ
の
敷
地
た
る
土
地

、
は
≫
非
課
税
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
予
定
で
あ
っ
た
。
今
後
提

こ
れ
は
深
く
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。

t

．
自
以
上
述
べ
た
こ
と
は
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
≫
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
に
案
さ
れ
る
地
方
税
法
に
お
い
て
も
同
様
の
取
扱
い
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
。

③
右
の
外
第
七
國
会
で
成
立
し
た
所
得
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
盆
F

＼
ヅ
も
共
通
す
る
問
題
で
あ
る
。

‘
ヽ
向
こ
の
問
題
に
関
連
L
て
所
有
者
の
管
理
賓
任
の
重
加
に
対
應
し
≫
國
に
よ
和
二
十
五
年
法
律
第
七
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
改
正
さ
れ
た
同
法
施
行
令

]
る
所
有
者
負
担
軽
減
の
一
方
途
と
し
て
軍
要
文
化
財
、
史
跡
名
勝
天
然
記
念
第
九
條
の
四
で
≫
國
か
ら
受
け
た
補
助
金
で
贅
本
的
支
出
に
あ
て
ら
れ
る
も

〗
費
無
形
文
化
財
等
に
対
し
課
税
上
の
減
免
の
特
例
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
と
の
は
．
所
得
金
額
か
ら
控
除
さ
れ
る
こ
七
に
規
定
さ
れ
た
の
で
、
上
述
の
④
一

，
ぺ
い
う
こ
と
が
各
方
面
か
ら
張
調
さ
れ
、
立
案
過
程
に
お
い
て
も
文
部
委
員
会
に
掲
げ
た
管
理
．
修
理
等
に
つ
い
て
の
補
助
金

A

負
担
金
で
．
相
当
規
模
の

ほ
｀
そ
の
具
体
化
に
最
も
腐
心
し
た
。
す
な
わ
ち
原
案
に
お
い
て
は
．
次
に
掲
）
修
理
ま
た
は
ご
れ
に
準
ず
る
減
失
き
損
等
の
防
止
の
措
置
に
充
当
さ
れ
る
も
一

げ
る
諸
茂
の
非
課
税
に
つ
き
考
慮
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
，
の
は
≫
所
得
聡
を
免
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

a富
裕
祗
≫
②
相
続
税
、
③
相
続
登
記
に
対
す
る
登
録
税
．
④
管
理

b

修
理
年
々
牧
盆
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
課
税
さ
れ
る
．
い
わ
ゆ
る
財
産
課
税
た
る

等
に
つ
い
て
の
補
助
金
心
、
5

負
担
金
・
出
品
給
輿
金
に
対
す
る
所
得
税
、
⑮
富
裕
税
お
よ
び
固
定
資
産
税
≫
相
当
多
額
に
わ
た
る
修
理
等
の
た
め
の
補
助

國
、
地
方
公
共
園
体
に
軍
要
文
化
財
を
賓
り
渡
し
た
場
合
の
対
債
に
対
す
る
金
≫
負
担
金
に
対
す
る
所
得
税
は
ン
上
述
の
免
税
措
置
等
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た

所
得
税
、
⑱
重
要
文
化
財
お
よ
び
無
形
文
化
財
公
開
の
場
合
の
入
場
料
の
も
の
の
う
ち
≫
所
有
者
に
と
っ
て
最
吟
影
響
の
大
き
な
も
の
で
あ
り
≫
そ
の
非

＇
，
免
除
≫
の
重
要
文
化
財
．
史
跡
名
勝
等
に
指
定
さ
れ
た
家
屋
お
よ
び
そ
の
敷
課
税
柁
、
所
有
者
に
と
っ
て
相
当
の
特
典
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の

地
た
る
土
地
に
対
す
る
地
租
家
屋
税
（
固
定
査
産
聡
）
．
外
．
一
時
的
に
多
額
の
現
負
担
が
課
せ
ら
れ
．
た
め
に
先
祖
偉
来
の
國
宝
そ
の
＇

し
か
し
な
が
ら
、
均
衡
財
政
を
厳
格
に
要
請
さ
れ
る
現
在
の
國
家
財
政
事
情
他
の
重
要
文
化
財
を
手
離
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
事
例
も
あ
る
と
い
う
相
続
税
の

は
≫
こ
れ
を
許
さ
ず
．
右
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
の
み
が
非
課
程
の
取
扱
い
免
除
．
重
要
文
化
財
ま
た
は
無
形
文
化
財
の
公
開
の
場
合
．
で
き
る
だ
け
低
廉

ま
た
は
受
け
る
可
能
性
を
見
透
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
な
入
場
料
で
廣
く
國
民
に
鍍
賞
の
機
会
を
輿
え
る
た
め
の
入
場
税
の
免
除
は
、

：
特
に
今
後
財
政
事
惰
の
許
す
限
り
•
そ
の
実
現
を
図
る
と

保
存
・

所
有
者
の
財
産
権
を
拿
重
す
る
あ
ま
り
≫
そ
の
保
存
を
も
っ
ば
ら
所
有
者
の
意

思
と
能
力
に
ゆ
だ
・
ね
る
な
ら
ば
≫
保
存
に
熱
意
な
き
、
ま
た
は
熱
意
は
あ
っ
て

も
能
力
の
な
い
所
有
者
の
湯
合
は
≫
再
び
得
る
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
文
化
財

等
が
み
す
／
＼
減
失
ま
た
は
き
損
す
る
結
果
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
特
殊

事
情
を
考
慮
占
本
法
で
は
軍
要
文
化
財
の
保
護
に
つ
い
て
は
≫
常
に
入
ム
釜
と

私
釜
2
調
整
を
念
頭
に
置
い
て
規
定
を
整
備
L
た
。
す
な
わ
ち
≫
要
約
す
れ

ぼ
≫
軍
要
文
化
財
の
保
存
に
つ
い
て
所
有
者
の
責
任
お
よ
び
政
府
の
干
渉
権
を

拡
充
強
化
す
る
が
≫
こ
れ
と
表
裏
し
て
．
國
の
財
政
的
援
助
お
よ
び
財
奎
権
の

保
障
を
綿
密
に
規
定
す
る
醗
慮
を
怠
ら
な
か
っ
た
。
そ
L
て
そ
の
両
者
を
覇
和

的
に
蓮
用
す
る
こ
と
が
委
員
会
に
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
必
要

な
財
政
的
裏
付
け
を
不
可
欠
の
前
提
と
L
て
い
る
の
で
あ
る
。

⇔
右
の
國
庫
補
助
ま
た
は
國
庫
負
担
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
場
合
は
≫
ほ

と
ん
ど
重
要
文
化
財
の
所
有
者
に
、
修
理
ま
た
は
こ
れ
に
準
ず
る
滅
失
≫
又
は

き
損
防
止
を
行
う
経
済
的
負
担
能
力
を
欠
く
場
合
で
あ
る
。
そ
し
て
所
有
者
に

と
っ
て
由
緒
あ
る
も
の
で
あ
る
だ
け
に
．
そ
の
維
持
管
理
の
負
担
に
堪
ぇ
ぬ
に

も
か
か
わ
ら
ず
≫
こ
れ
を
手
離
す
こ
と
も
忍
び
な
く
≫
そ
の
破
損
し
て
行
く
の
、

を
獣
親
し
て
い
る
と
い
う
の
が
多
く
の
事
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
湯
合
震
要

文
化
財
が
私
有
物
で
あ
る
ゆ
え
を
も
っ
て
所
有
者
の
責
に
の
み
帰
L
≫
國
が
財

政
的
援
助
に
冷
淡
で
あ
る
と
き
は
ー
震
要
文
化
財
は
腐
朽
減
失
の
外
は
な
い
で

あ
ろ
う
。
他
の
一
般
的
補
助
等
が
•
も
し
こ
れ
を
行
わ
な
い
と
L
て
も
現
朕
を

維
持
す
る
に
止
ま
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
重
要
文
化
財
の
保
存
に
つ
い

て
は
よ
ほ
ど
趣
を
異
に
L
≫
補
助
を
す
る
か
否
か
は
鵞
要
文
化
財
の
死
命
を
制

す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
重
要
文
化
財
は
9

闊
民
的
財
奎
で
あ
り
、
そ
れ
は
≫

扇
民
文
化
的
に
は
債
値
あ
る
生
命
を
や
ど
す
も
の
で
あ
る
。
あ
た
か
も
生
活
保

緩
法
に
お
い
て
生
活
扶
助
や
医
療
扶
助
を
行
い
、
親
族
に
そ
の
生
活
の
保
障
の

ー 16-



活
用
上
望
ま
し
い
。

五
宗
敦
法
人
の
特
別
取
扱
の
廃
止

従
前
の
國
宝
保
存
法
で
は
≫
祉
寺
に
つ
い
て
一
般
個
人
所
有
者
と
異
な
る
取

扱
を
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
記
寺
が
そ
の
所
有
す
る
闊
宝
を
維
持
修
迎
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
＼
補
助
金
を
交
付
し
う
る
こ
と
と
し
、
社
寺
以
外
の

所
有
者
は
≫
特
に
必
要
の
あ
る
揚
合
に
限
っ
て
例
外
的
に
祉
寺
に
準
じ
て
補
助

す
る
こ
と
と
し
て
い
る
（
同
〗j
一
四
條
）
。
そ
の
反
面
耽
寺
の
み
は
，
所
有
國
宝

を
処
分
し
≫
担
保
に
供
す
る
こ
と
を
禁
止
せ
ら
れ

3

例
外
的
に
、
主
務
大
臣
の
許

可
を
受
け
て
処
分
ま
た
は
担
保
提
供
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
同

法
一
＝

i-
條
）
っ
こ
れ
は
、
一
が
い
に
従
郎
の
國
と
社
寺
の
特
殊
関
係
に
基
く
特
別

保
誰
を
意
味
す
る
も
の
と
の
み
解
す
べ
き
で
な
く
≫
詞
宝
の
現
笑
の
分
布
が
祉

寺
に
多
く
≫
ま
た
貴
棗
な
も
の
も
社
寺
の
所
有
に
属
ナ
る
む
の
が
多
い
事
笑
を

詢
提
と
し
た
も
の
で
も
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
政
敦
分
麒
を
宣

明
し
i

宗
敦
圃
体
に
対
す
る
屈
別
の
助
成
を
禁
止
し
た
憲
注
の
趣
旨
に
照
ら

し
、
法
律
上
社
寺
に
つ
い
て
差
別
的
補
助
取
扱
を
規
定
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な

v
≫
ま
た
祉
寺
な
る
が
ゆ
え
に
そ
の
所
有
騎
宝
の
処
分
禁
止
を
規
定
ナ
る
こ
と

も
憲
法
の
平
等
の
原
則
に
合
致
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
≫
本
法
で
は
祉
寺
と
個

人
所
有
者
と
の
間
に
な
ん
ら
差
別
を
設
け
る
こ
と
な
く
、
補
助
に
つ
い
て
も
≫

保
渡
の
措
槌
に
つ
い
て
も
≫
一
律
に
規
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ま
た
本
法
で
所
有
者
た
る
宗
数
法
人
に
対
L
霞
要
文
化
財
等
に
つ
き
補
助
金

を
交
付
す
る
こ
と
は
憲
法
第
八
十
九
條
に
隣
れ
る
こ
と
は
な
い
か
の
点
が
立
案

過
程
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た
。
し
か
し
憲
法
第
八
十
九
條
ぱ
、
宗
数
園
休
に

対
し
さ
そ
巧
賊
体
の
維
持
お
よ
び
宗
紋
泊
動
の
助
成
を
図
る
よ
う
な
意
味
む
「
公

金
そ
の
他
の
公
財
芹
の
供
艇
を
俵
す
る
趣
旨
で
あ
っ
て
、
木
法
の
ご
と
く
、
文
化

財
む
保
誤
と
い
う
、
宗
敦
と
は
せ
ん
l
，
ヽ
別
個
の
巨
的
の
た
め
，
他
の
個
人
所

<~ 

保
護
は
國
の
事
務
で
あ
っ
て
地
方
公
共
園
体
の
関
輿
す
べ
き
限
り
で
な
い
と
い

う
よ
う
な
見
解
を
持
つ
む
き
も
あ
る
と
胸
い
て
い
る
が
≫
こ
れ
は
大
き
な
渓
h

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
法
一

0
五
條
）
。

け
次
に
戦
後
扇
民
の

1

部
に
文
化
財
に
対
す
る
睦
観
無
関
心
の
傾
向
の
あ
る

こ
と
は
没
慮
に
堪
え
な
い
。
む
し
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
i

殷
化
す
れ
は

4

い
か

に
政
府
が
施
策
に
腐
心
す
る
と
し
て
忍
文
化
財
の
保
存
の
全
き
を
期
す
る
j

と

は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
し
と
い
か
に
所
有
者
が
文
化
財
の
公
肋
活
用
に
理
解
を

持
つ
と
し
て
も
≫
安
ん
じ
て
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
す
3

ま
た
待
っ
た
と
し

て
も
そ
の
効
呆
は
多
き
を
期
待
で
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
反
し
て
一
般
國

民
の
強
い
関
心
と
脇
力
が
あ
17
、
文
化
財
保
存
：
活
用
の
尿
叩
か
槻
論
と
な
れ

閃
政
府
の
施
策
む
お
の
す
か
ら
聾
苔
札
所
有
者
も
そ
の
費
任
と
洸
栄
の

自
覚
を
促
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
文
化
財
の
保
存
修
理
は
政
府
の
援
助
の

み
に
依
存
し
つ

4
、
こ
れ
を
所
有
す
る
誇
り
を
わ
が
心
の
と
し
≫
そ
の
公
開
活

用
を
担
ん
で
独
占
の
快
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
よ
う
な
利
己
的
所
有
者
に
対
し

て
は
世
論
の
公
正
な
強
い
批
判
が
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
政
府
の
E
咄
療

発
動
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
≫
文
化
財
の
保
奇
活
用
は
完
途
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
本
法
は
、
一
般
闊
民
の
協
バ
に
つ
き
特
に
規
定
を
設
け
n

そ
の
心
構
え
と

し
て
一
政
府
お
よ
び
地
方
公
共
園
体
が
こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
ナ
る
た
め
に

行
う
措
紐
に
誠
実
に
協
力
し
な
け
れ
は
な
ら
な
い
と
明
記
し
た
迎
由
吟
こ
こ

に
あ
る
（
法
四
條
一
項
）
。

審
議
立
案
の
過
社
に
お
い
て
≫
文
化
財
條
該
基
金
制
度
の
創
設
が
識
者
に
よ

っ
て
讐
調
ざ
れ
た
。
政
州
＂
誓
國
に
お
い
て
親
に
存
す
ろ
，
も
の
で
あ
る
。
し
か

し

；

ん

羹

か

全

額

闊

靡

に

よ

る

と

い

う

の

で

ち

れ

竺

年

嘉

墨

こ
と
に
現
在
の
財
貶
箪
情
の
下

算
を
璧
す
る
こ
と
と
な
ん
ら
変
り
は
な
く
'

に
お
い
て
門
と
う
て
い
隻
現
の
見
込
み
は
な
い
。
（
喜
裏
に
当
っ
て
、
泄

有
者
と
同
等
の
立
場
に
お
け
る
所
有
者
と
し
て
の
祉
寺
に
補
助
す
る
の
で
あ
る

か
ら
:
な
ん
ら
触
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
結
論
に
達
し
た
の
で
あ
る
。

六
国
易
地
方
公
共
園
体
3

所
有
者
為
よ
び
國
民
の
協
力

臼
文
化
財
の
保
存
，
活
用
に
つ
い
て
の
胴
お
よ
び
所
有
者
の
責
任
に
つ
い
て

は
上
泣
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
；
さ
ら
に
國
お
よ
び
所
有
者
の
外
3

地
方
公
共

週
体
お
よ
ひ
｝
般
胴
民
の
協
力
を
ま
っ
て
初
め
て
木
法
所
期
の
成
果
を
あ
げ
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

従
前
の
尉
宝
保
存
法
の
よ
う
に

A

國
宝
を
指
定
し
た
後
は
、
現
朕
変
更
の
制

限
A

粧
出
の
禁
止
を
な
す
に
と
と
ま
り
)

5

そ
の
常
時
の
管
理
に
深
く
タ
ッ
チ

L

な
い
建
前
で
あ
れ
ば
、
地
方
公
共
闊
体
の
椀
力
を
ま
っ
必
要
は
さ
ほ
ど
で
も
な

い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
本
法
は
重
要
文
化
財
や
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の

保
存

A

活
用
に
つ
い
て
n

は
る
か
に
徹
底
し
た
指
導
監
督
を
加
え
≫
助
成
援
助

を
行
り
こ
と
を
建
前
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
≫
地
方
公
共
胴
体
の
協
力
を

ま
た
ね
は
と
う
て
い
そ
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
木

法
で
は
．
地
方
公
共
同
体
の
任
務
を
明
ら
か
に
し
≫
ま
た
権
限
委
任
の
規
定
を

骰
け
≫
そ
の
随
容
お
よ
び
事
務
能
力
の
充
笑
を
図
り
≫
な
る
べ
く
廣
て
地
方
公

共
隅
体
を
し
て
本
法
笑
施
の
責
に
任
ぜ
し
む
る
こ
と
に
し
て
い
る
．
（
法
一

1

一條≫

九
九
條
ー
百
四
條
）
。

ま
た
文
化
財
の
保
存
活
用
は
ひ
と
り
國
の
豪
務
で
は
な
い
。
軍
要
文
化
財
や

史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
は
、
そ
の
保
存
す
る
地
方
の
文
化
に
こ
そ
最
も
深
い
つ

な
が
り
を
持
つ
心
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
地
元
地
方
公
共
園
体
は
鼠
に
委
任

事
務
を
事
務
的
に
処
埋
す
る
こ
と
で
足
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
≫
ざ
ら
に
積

極
的
に

3

各
行
文
化
財
の
保
存
，
活
用
に
関
す
る
補
助
助
成
を
自
主
的
に
行
う

こ
と
が
望
ま
し
い
。
ま
た
そ
れ
は
B

地
方
文
化
の
充
実
発
展
の
た
め
地
方
公
共

圏
体
の
に
な
う
当
然
の
使
命
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
前
か
ら
、
文
化
財
の

ヽ
ヽ
U
•

グ
>
—
た
＄
こ
の
文
化
財
保
誤
基
金
こ
そ
は
»

｀
か
ら
具
体
化
す
る
余
地
ぱ
な
か
'

T
店，

 
｀
陶
民
の
遺
潔
と
惚
力
の
下
に
笑
現
さ
れ
る
べ
き
忍
の
で
あ
り
、
一
般
誓

の
意
姜
あ
る
ぎ
ょ
用
令
を
基
本
と
し

Aこ
れ
に
政
府
の
年
々
の
予
算
支
出
を
合

甚
て
初
め
て
逹
成
さ
れ
る
。
こ
ら
よ
う
な
姑
歪
制
度
が
閏
民
の
支
持
と
協
力
の

下
に
笑
現
ず
る
よ
う
こ
な
れ
ば
と
わ
が
國
は
名
実
と
も
に
I

流
の
文
化
國
家
で

あ
る
と
い
う
こ
と
か
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

七
，
保
壁
の
態
様

望
の
構
想
を
梃
抵
と
し
．
各
稲
文
化
財
に
そ
れ
ぞ
れ
相
隠
の
指
導
お
よ
び

保
澁
の
措
誓
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
輿
え
ら
れ
た
紙
数
の
関
係
上

多
＇
く
、
こ
れ
に
蝕
れ
る
余
裕
を
持
た
な
い
の
で

3

こ
こ
で
は
、
き
わ
め
て
簡
駁
に

査
文
化
財
ご
と
に
そ
の
規
定
の
喫
点
を
ら
列
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

ー
、
國
宝
お
よ
ひ
蓮
要
文
化
財
：
・
-
．
図
宝
そ
の
他
の
璽
要
文
化
財
の
保
談
の

持
維
は

~
a

保
存
と
活
用
に
区
別
さ
れ
る
。
m
保
存
に
つ
い
て

畠
前
の
闊
宝
保
存
法
の
規
定
と
ほ
ゞ
同
様
の
所
有
者
の
届
出
義
務
な
ら
び

に
現
朕
変
更
の
制
限
お
よ
び
輸
出
の
禁
止
を
規
定
す
る
外
、
所
有
者
の
國
民
的

誓
と
し
て
の
巧
要
文
化
財
の
管
理
義
務
を
明
記
し
≫
こ
れ
を
前
提
と
し
て
政

府
の
管
理
方
注
の
指
示
、
管
迎
ま
た
は
修
理
に
関
す
る
命
令
・
勧
告
・
厩
宝
の

修
理
等
の
直
接
施
行
、
羹
地
調
査
の
栴
限
喜
設

L
：
ま
た
環
境
保
全
の
た
め

の
制
限
禁
止
お
よ
び
必
要
な
施
設
命
令
誓
加
を
政
府
の
公
権
力
に
よ
り
國

宝
お
よ
び
喜
文
化
財
保
誓
万
全
を
図
り
う
る
法
的
措
置
を
拡
充
徹
底
さ
せ

た
（
法
一
i-0
條
＇
四
五
條

f

胃

の

命

令
3

汽
接
施
打
笑
地
調
査
筈
の
強
息
力
fr
使
に
当
っ
て
は
3

事

晨
蓋
に
よ
る
認
湖
を
行
い
、
ま
た
実
施
に
当
っ
て
も
所
有
者
の
固
翠
意

見
は
十
分
に
尊
ふ
す
べ
き
こ
と
を
明
記
し
≫
財
癒
潅
に
対
す
る
梱
甫
な
配
慮
を

繹
二
蘊
投
の
権
限
行
使
に
t

わ
た
ら
な
い
よ
弓
助
あ
る
こ
，
裟
委
晨
会
お
よ
び

- 19 -
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関
係
験
員
の
電
大
な
責
任
と
し
た

i

（
法
一
―
―
九
條
二
巧
五
五
條

1

一
呵
八
五

條）。腐
有
者
の
負
担
の
軍
加
と
表
裏
し
て
、
管
理
ま
た
は
修
理
に
つ
い
て
補
助

の
道
を
ひ
ら
き
•
ま
た
上
述
の
管
理
ま
た
は
修
理
に
関
す
る
命
令
．
勧
告
ま
た

は
直
接
施
行
の
強
権
を
発
動
す
る
場
合
は
、
所
有
者
の
管
理
義
瀦
履
行
の
程
度

お
よ
び
経
済
的
能
力
を
考
慮
し
ん
し
ゃ
く
し
、
管
理
ま
た
は
修
理
に
要
す
る

経
費
の
．
一
部
≫
事
情
に
よ
っ
て
は
そ
の
全
部
を
國
庫
が
負
担
で
き
る
こ
と
と
し

た
外
≫
政
府
の
修
理
等
の
直
接
施
行
．
笑
地
調
査
ま
た
は
環
境
保
全
の
制
限
、

命
令
に
よ
っ
て
生
ず
る
損
害
は
（
政
府
の
適
法
な
行
為
に
よ
っ
て
生
ず
る
場
合

で
し
）
こ
れ
を
補
償
す
る
こ
と
と
し
て
、
所
有
者
の
負
担
軽
減
と
財
産
権
保
障

を
図
っ
た
◎
法
一

1

一
五
條

A

―
―
―
六
條
二
哭
＝
言
條
一
―
―
珂
四
〇
峡
四
一
條
．
．
 

五
五
條
三
項
）
。

回
活
用
に
つ
い
て

活
用
の
方
法
と
し
て
は
≫
従
前
の
「
出
陳
」
に
当
る
「
出
品
一
の
外
、
妍
有

者
に
よ
る
公
開
の
制
度
を
設
け
た
。
ま
た

腐
前
の
國
宝
保
存
法
に
お
い
て
は
、
國
宝
の
且
陣
命
令
権
の
規
定
を
設
け

て
い
た
が
；
本
法
で
は
一
般
の
國
宝
お
よ
び
軍
要
文
化
財
の
活
用
に
つ
い
て
命

令
を
発
す
る
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
所
有
者
に
酷
と
な
る
の
で
．
ま
た
従
来
で
も

羞
規
は
別
と
し
て
実
際
の
運
用
は
ほ
と
ん
ど
所
有
者
の
了
解
に
基
く
出
陳
で
あ

っ
た
の
に
鑑
み
≫
由
品
ま
た
は
公
開
の
命
令
は
≫
國
の
補
助
ま
た
は
國
庫
負
担

に
係
る
國
宝
ま
た
は
霊
要
文
化
財
に
対
し
て
の
み
発
し
う
る
・
こ
と
と
し
≫
そ
の

他
の
一
般
の
國
宝
ま
た
は
震
要
文
化
財
に
つ
い
て
は
≫
政
府
に
は
出
品
ま
た
は

公
開
の
勧
告
権
ま
た
は
所
有
者
の
申
し
い
で
に
基
＜
承
認
権
の
み
を
付
輿
し
≫

主
と
し
て
所
有
者
の
且
蒟
協
力
に
期
待
す
る
こ
と
と
L
た
（
法
四
八
條
五
・

一
條
）
。

②
他
面
、
出
品
に
つ
い
て
は
≫
従
詢
ど
お
り
こ
れ
に
要
す
る
経
費
は
）
國
庫

の
負
担
と
L
≫
用
品
に
対
L
て
は
そ
の
代
償
と
し
て
給
輿
金
を
給
す
る
こ
と
と

．
す
る
と
と
も
に
≫
公
開
の
場
合
ほ

l
i

れ
に
要
す
る
経
費
の
全
部
ま
た
は
．
一
部
を

蘭
の
負
担
と
し
う
る
道
を
ひ
ら
い
た
。
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も

3

所
有

者
の
賓
に
帰
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
補
償
す
る

こ
と
と
し
た
盆
法
五
〇
燃
五
一
條
六
項
・
七
呵
五

1

一

條

）

。

｀

り
右
の
外
霊
要
文
化
房
有
償
譲
渡
を
し
よ
う
と
す
沼
凜
渚
の
國
に
対
す

る
優
先
賓
渡
申
由
の
義
務
0

こ
の
揚
合
馴
は
所
有
者
の
申
出
債
額
に
よ
っ
て
の

。
み
賢
い
取
り
の
可
否
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
）
（
法
四
六
條
）
、
所
有

者
以
外
の
者
の
行
う
震
要
文
化
財
の
公
開
の
許
可
制
（
法
五

1

一
條
）
等
の
規
定

を
設
け
て
い
る
。

J
I
≫
特
別
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
お
よ
び
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
…
…
國
宝

お
よ
び
重
要
文
化
財
と
ほ
ぼ
同
様
の
指
導
お
よ
び
保
護
を
規
定
し
て
い
る
。
た

だ
し
、
公
開
に
関
す
る
規
定
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
．
。
ま
た
従
前
と
同
礫
都
道

府
賭
激
育
委
員
会
に
よ
る
仮
指
定
の
制
度
を
存
置
し
た
が
、
こ
れ
に
対
L
て
は

文
化
財
保
護
委
員
会
の
解
除
権
を
認
め
．
そ
の
乱
用
を
防
ぐ
こ
と
と
し
て
い
る

（
法
七

0
法
≫
七
一
條
）
。
震
要
文
化
財
の
管
理
は
≫
ナ
ベ
て
の
所
有
者
の
薬
務

と
し
て
い
る
が
、
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
場
合
は
、
こ
れ
に
指
定
さ
れ
た
も
の

が
、
た
と
え
ば
無
主
物
で
あ
る
と
か
多
数
の
所
有
者
に
属
し
て
い
る
と
か
所
有
．

者
に
管
理
の
義
務
を
課
す
る
こ
と
の
適
当
で
な
い
事
情
に
あ
る
も
の
が
多
い
の

で
≫
そ
の
管
理
は
、
市
町
村
ま
た
は
都
道
府
縣
そ
の
他
適
当
な
保
護
闇
体
の
責

任
と
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
≫
重
要
文
化
財
と
同
様
の
立
場
に
あ
る
所
有
者
に

対
し
て
の
み
管
理
義
務
を
課
す
る
こ
と
と
L
て
い
る
（
法
七
＿
一
條
＇
l
七
四
條
）
。

直
≫
無
落
文
化
財
：
．．．．． 
無
形
文
化
財
の
う
ち
特
に
債
値
の
高
い
も
の
で
國
が

保
護
し
な
け
れ
ぽ
衰
亡
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て

A

委
員
会
は
、
そ

＼
が

仔
に
当
る
の
に
適
当
な
者
に
対
し
て
補
助
金
を
交
付
し
、
ま
た
は
そ
の
他

適
当
な
助
成
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
L
て
い
る
。
ま
た
こ
の
助
成
を
受
け
る

無
形
文
化
財
に
つ
い
て
は
、
國
の
補
助
を
受
け
る
重
宴
文
化
財
と
同
様
の
建
湘

で
公
開
の
制
度
を
設
け
て
い
る
盆
i

六

七

條

）

。

＇

本
年
度
は
．
さ
し
当
り
予
算
の
措
置
が
購
じ
て
な
い
の
で
本
法
施
行
後
た
ゞ

も
に
こ
の
助
成
が
行
わ
れ
る
と
い
う
訳
に
は
行
か
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
今

後
た
と
え
ぽ
文
業
等
の
ご
と
き
す
ぐ
れ
た
古
典
藝
術
で
衰
亡
の
徽
の
あ
る
も
の
・

に
対
し
て
は
本
法
に
よ
り
適
当
な
助
成
の
道
が
講
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。Z

≫
埋
臓
文
化
財
・
・
・
・
・
・
最
近
古
墳
そ
の
他
の
遺
跡
に
埋
蔵
さ
れ
て
い
る
考
古

資
料
そ
の
他
の
文
化
財
の
乱
掘
が
行
わ
れ
る
傾
向
が
あ
る
の
に
か
ん
が
み
こ
れ

を
保
護
す
る
と
と
も
に
A

従
曲
遣
失
物
怯
第
十
三
條
の
み
に
よ
っ
て
規
定
さ

、
、
、
、

れ
｀
あ
い
ま
い
の
点
の
多
か
っ
た
発
掘
後
の
埋
蔵
文
化
財
の
帰
属
お
よ
び
処
理

に
つ
い
て
規
定
整
備
を
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

い
史
跡
の
指
定
さ
れ
た
士
地
以
外
の
士
地
で
埋
蔵
文
化
財
を
発
掘
す
る
に

は
、
委
員
会
に
二
十
・
日
前
ま
で
に
届
け
用
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
°
埋
蔵
文
化
財

の
保
誤
上
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
ら
委
員
会
は
そ
の
発
掘
の
禁
止
≫
停
止
ま

た
は
中
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
（
法
五
七
條
）
°
史
跡
を
除
い
た
の
は
≫
史

跡
の
発
掘
は
当
然
現
朕
の
変
更
と
し
て
許
可
を
駆
す
る
か
ら
で
あ
る
。

向
委
員
会
は
霊
要
な
埋
蔵
文
化
財
に
つ
い
て
は
、
自
ら
そ
の
発
据
の
施
行
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
（
法
五
八
條
）
。

り
一
般
唇
民
の
発
掘
し
た
埋
蔽
文
化
財
で
所
有
者
の
判
明
し
な
い
も
の
は
、

魯
ど
拉
盗
塁
色
震
を
通
じ
委
員
会
に
提
出
さ
れ
；
闊
庫
に
墨
属
す

る
。
発
見
者
お
よ
び
発
見
さ
れ
た
士
地
の
所
有
者
に
は
、
そ
の
債
額
に
相
当
す

る
報
償
金
を
支
船
す
る
盆
法
五
九
ー

î-＝絲）
。

向
委
員
会
は
こ
の
報
償
金
に
代
え
現
物
を
発
見
者
等
に
譲
輿
十
る
こ
と
も
で

き
る
。
ま
た
≫
埋
廠
文
化
財
の
保
存
の
た
め
ま
た
は
そ
の
効
用
か
ら
見
て

A

國

が
誓
す
る
よ
り
も
地
方
公
共
閣
体
に
保
有
さ
れ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
き

汽
こ
れ
に
対
し
無
償
で
謡
狽
し
≫
ま
た
は
時
債
よ
り
も
低
い
対
債
で
譲
り
渡

す
こ
と
が
で
き
る
（
法
六
四
條
）
。
‘

困
國
に
帰
属
し
た
埋
蔵
文
化
財
は
、
す
べ
て
一
膿
委
員
会
の
管
理
に
属
す
る

が
、
そ
の
保
存
の
た
め
ま
た
は
そ
の
効
用
か
ら
み
て
最
も
適
当
な
大
学
そ
の
他

の
捜
関
に
管
理
を
移
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
法
九
七
條
）
。

以
上
の
雰
領
に
よ
っ
て
、
埋
蔵
文
化
財
の
乱
掘
か
ら
の
防
止
お
よ
び
そ
の
文

化
財
活
用
の
万
全
を
期
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
•

^
“
結
論

以
上
で
文
化
財
保
藤
法
の
椴
想
お
よ
び
要
点
を
き
わ
め
て
大
ま
か
に
述
べ
た

の
で
あ
る
が
、
結
論
と
し
て
、
わ
た
く
し
は
≫
今
後
の
文
化
財
保
護
法
が
所
期

の
目
的
を
達
成
し
う
る
か
否
か
は
、
第
一
に
、
委
員
会
の
委
員
に
適
材
を
5
る

か
ど
う
か
≫
第
二
に
、
本
法
実
施
に
必
要
な
予
算
の
裏
付
け
が
実
現
で
き
る
か

ど
う
列
第
三
に
、
｀
文
化
財
所
有
者
の
自
覚
い
か
ん
≫
そ
し
て
第
四
に
は
地
方

公
共
圏
体
お
よ
び
國
民
一
般
の
協
力
程
度
い
か
ん
に
か
か
っ
て
い
る
と
思
う
。

わ
た
く
し
は
、
文
化
財
保
護
法
の
施
行
と
政
府
闊
民
一
致
の
努
力
と
に
よ
っ

て
今
日
の
文
化
財
保
保
護
上
の
憂
慮
す
べ
き
危
機
を
脱
却
し
、
世
界
に
お
い
て

ま
れ
に
見
る
多
く
の
古
文
化
財
が
偉
承
せ
ら
れ
、
外
國
か
ら
寮
洋
の
大
博
物
館

と
称
贅
さ
れ
て
い
る
わ
が
國
の
恵
ま
れ
た
文
化
的
環
境
を
長
く
保
持
し
≫
い
よ

い
よ
こ
れ
に
生
彩
を
源
え
≫
新
た
な
闊
民
な
化
の
創
造
卒
展
の
鋼
運
を
高
揖
ナ

る
に
い
た
る
こ
と
を
切
望
し
て
や
ま
な
い
。
（
参
議
院
法
制
局
第

1

一
部
長
）
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心
．
冨
い
一

う
人
＼
た
る
批
論
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
も

て
法
薩
寺
金
堂
火
災
を
棧
と
し
た
ご

;

3

し
か
た
あ
る
ま
い
。
貧
乏
な
國
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
≫
金
の
か
と
ろ
文
化
政
策

,
9

の
こ
と
き
が
従
来
等
期
観
さ
れ
て
い
た
の
も
や
む
を
得
な
か
っ
た
と
い
え
ば
い

．
え
ょ
う
。
し
か

L
従
来
の
文
化
法
で
あ
っ
た
國
宝
保
存
法
、
史
頴
名
膀
天
然
紀
念

物
保
存
法
の
類
は
す
べ
て
学
者
そ
の
他
の
民
間
文
化
人
の
首
唱
に
よ
っ
て
始
め

ー
て
國
が
取
り
上
行
た
に
過
ぎ
ず
>
そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
こ
れ
ら
に
対
す
る
闊
の
施

法
も
形
式
的
で
≫
少
額
の
慮
庫
支
川
で
お
窟
な
り
の
仕
事
を
行
い
≫
し
か
も
ぎ

わ
め
て
官
僚
的
で
あ
っ
た
と
の
非
難
が
多
か
っ
た
の
を
否
定
す
べ
く
も
あ
る
ま

い
。
今
炭
も
動
攘
は
他
に
あ
た
っ
が
、
し
か
し
民
主
國
家
の
行
き
方
と
し
て
國

民
の
間
の
声
4
し
て
閾
会
か
ら
議
案
が
作
製
提
出
せ
ら
れ
、
そ
れ
が
國
法
と
し

て
運
用
さ
れ
る
腔
来
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
は
従
菰
に
比
し
て
の
大
き
な
進

歩
で
あ
り
、
従
前
の
欠
路
を
十
分
に
袖
っ
て
健
全
な
発
展
を
す
る
で
あ
ろ
う
こ

と
を
期
待
し
て
ま
ず
祝
意
を
表
し
た
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
万
こ
う
の
祝
意
≫
と
い
う
ま
で
に
は
な
お
≫
へ
だ
た
り
が
あ
る
の
が

遺
憾
で

9

あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
立
法
に
際
し
、
い
く
ら
國
民
の
代
表
の
集
り
だ

か
ら
と
い
っ
て
、
院
内
の
一
部
の
人
の
み
で
作
製
さ
れ

3

法
の
内
容
に
最
も
関

心
を
彿
っ
て
お
り
≫
か
つ
≫
法
の
対
象
に
対
し
て
最
も
専
門
的
な
知
識
を
持
つ

学
者
そ
の
他
の
文
化
人
に
も
、
ま
た
対
象
物
の
所
有
者
で
あ
り
、
ま
た
法
の
協

力
者
で
あ
る
一
般
人
の
批
論
を
も
廣
く
核
極
的
に
求
め
た
ら
し
く
な
い
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
て
は
議
論
百
出
で
ま
と
ま
り
よ
ぅ
が
た
い
と
い

わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が

A

す
く
な
く
も
一
應
は
廣
く
意
見
を
求
め
る
べ
き
で

柑
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
閾
会
に
上
程
の
直
郎

3

私
は
長
滝
武
氏
と
と

も
に
参
考
人
と

L
て
文
部
委
員
会
で
意
見
を
求
め
ら
れ
た
。

L
か
し
議
案
は
す

く
な
く
も
私
に
は
当
日
手
交
さ
れ
た
の
で
通
読
す
る
暇
も
な
く
、
即
席
で
け
意

l
 

文
化
財
保
護
法
が
今
般
無
亭
國
会
を
酒
過
し
た
こ
と
は
≫
い
や
し
く
も
文
化

に
関
心
も
持
つ
人
に
な
ら
）
こ
れ
に
よ
っ
て
日
本
文
化
財
の
将
来
が
政
治
的
に

決
定
さ
れ
る
だ
け
に
b

異
常
な
関
心
を
も
っ
て
迎
え
た
に
相
逹
な
い
。
私
も
そ

の
一
人
で
あ
る
が
、
と
か
く
物
の
成
立
の
幽
に
は
、
そ
れ
に
対
し
て
一
党
一
派

に
か
た
よ
ら
ず
≫
行
政
経
済
に
支
配
さ
れ
ぬ
絶
対
的
な
立
場
か
ら
の
鞍
正
な
批

判
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
が
箪
に
一
学
究
に
湛
ぎ
ぬ
私
ぶ
あ
え
て
向
う
見
ず
の
．

私
見
を
加
え
よ
う
と
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

本
法
を
発
布
す
る
こ
い
た
っ
た
理
由
が
そ
の
末
尾
に
記
す
ご
と
く
一
文
化
財

の
保
存
に
関
す
る
現
下
の
う
れ
ぅ
べ
き
朕
況
に
か
ん
ぶ
み
≫
政
府
及
び
閾
民
一

致
の
努
力
に
よ
ろ
そ
の
保
謹
を
院
実
こ
し
:
J
2
っ
て
国
民
セ
化
の
保
持
に
瀦
か

ん
な
き
を
鵡
す
る
た
め
）
文
化
財
の
保
存
に
関
す
る
行
政
機
構
の
源
化
と
疾
規

の
整
備
を
阿
る
必
要
が
あ
ろ
一
か
ら
で
丸
る
が

A

そ
の
曲
機
は
文
化
闊
家
と
し

て
の
日
本
再
建
の
一
手
段
と
し
て
急
に
取
り
上
げ
よ
う
と
し
た
こ
と
と
≫
加
ぷ
ベ

，
見
も
出
な
い
の
が
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
密
想
と
し
て
い
さ
4
か
述
べ

さ
せ
て
も
ら
？
た
が
、
こ
れ
は
ず
い
ぶ
ん
乱
暴
だ
と
思
っ
た
っ
し
か
も
、
参
考
人

と
し
て
わ
ず
か
二
人
の
意
見
を
徴

L
た
だ
け
で

A

民
意
も
十
分
徽
し
た
こ
と
に

L

て
~
そ
れ
に
よ
っ
て
お
そ
ら
く
当
事
者
が
改
め
て
滋
案
を
練
り
直
す
暇
も
な

＼
國
会
に
提
出
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
こ
と
を
思
え
ば
、
國
会
と
い
う
も
の

は
ず
い
ぶ
ん
形
式
的
な
も
の
だ
な
と

A

始
め
て
こ
の
よ
う
な
席
に
臨
ん
だ
私
ほ

感
歎
こ
れ
久
し
う
し
た
こ
と
で
あ
る
。
も
し
当
局
が
こ
の
欠
箔
を
認
め
ら
れ
た

な
ら

A

今
後
と
い
え
ど
も
各
方
面
か
ら
起
る
で
あ
ろ
う
法
の
批
判
に
は
十
分
耳

を
傾
け
ら
れ
、
改
む
べ
き
は
改
め
て
行
か
れ
ん
こ
と
を
苺
む
の
で
あ
る
。

二

保
譲
の
対
象
か
従
来
の
國
宝
そ
の
他
の
よ
う
な
痰
い
範
囲
の
み
で
あ
っ
た
の

を
拡
大
し
て
、
文
化
財
全
般
に
わ
た
ら
せ
よ
う
と
し
た
精
神
は
本
法
の
特
色
の

一
っ
と
し
て
A

日
ご
ろ
そ
れ
を
主
張
し
て
い
た
私
の
大
い
に
共
嗚
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
実
際
名
苅
は
國
宝
で
あ
ろ
う
が
文
化
財
で
あ
ろ
う
が
ど
う
で
も
よ
い

が
≫
た
と
え
ぼ
閾
宝
や
巧
要
芙
術
品
の
範
囲
内
で
扱
っ
た
も
の
が
建
造
物
・
絵

画
・
彫
刻
・
エ
褻
．
刀
錬
・
文
書
・
典
管
に
限
ら
れ
て
い
た
の
ほ

A

，
私
に
は
納

得
が
い
か
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
空
間
藝
術
と
史
料
の
他
に
時
間
塾
術
た
る

詈
楽
・
舞
踊
・
演
劇
の
類
、
た
と
え
ば
雅
槃
・
能
棄
・
人
形
芝
居
。
歌
舞
伎
の

類
が
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
の
が
不
可
解
で
あ
っ
た
し
≫
民
節
・
民
俗
品
や
、
民

家
、
古
制
の
ま
ま
の
部
落
の
一
部
ま
で
が
な
ん
ら
か
の
名
称
の
下
に
保
護
さ
れ

な
け
れ
ば
，
こ
れ
ら
は
急
速
に
消
滅
ナ
る
の
ほ
か
な
い
遺
命
に
あ
る
と
氣
つ
か

っ
て
い
た
。
そ
れ
を
本
法
で
は
考
古
費
料
や
工
幽
技
術
等
を
ま
で
含
め
て
扱
う

こ
と
に
な
っ
た
の
は
，
わ
が
意
を
得
た
次
第
で
あ
ろ
。

さ
ら
に
本
法
で
は
、
史
跡
・
名
勝
・
天
然
記
念
物
を
も
対
象
と
し
た
が
、
史

ー 23-
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め
て
殴
ら
い
た
い
の
で
あ
る
。
＂
わ
が
國
の
官
異
は
＂
↓

政
治
的
な
た
采
と
さ
れ
が
ち
に
な

仕
事
に
熱
が
な
く
．
形
式
的
で
あ
り
≫
ま
た
無
責
任
に
流
れ
勝
ち
と
な
る
の
で

る
。
文
化
事
業
は
学
術
や
藝
術
と
と
も
に
國
境
や
民
族
を
越
え
る
，

茎
理
惣
を
す
る
。
ま
じ
て
政
党
の
利
用
材
と
な
る
ご
と
き
こ
と
は
断
じ
て
あ
る
。

そ
の
内
部
組
織
と
し
て
総
務
部
と
保
存
部
が

「
-
＝
一
人
以
上
が
同
一
政
委
員
会
に
は
事
裔
局
を
置
き
≫

化
財
保
存
課
が
、
後
者

さ
れ
る
べ
き
で
な
い
。
こ
れ
を
考
慮
し
て
本
法
で
は

ぎ
翠
る
者
と
な
る
こ
と
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
．
任
期
も
一
ー
一
年
と
置
か
れ
る
が
よ
即
者
は
現
在
の
文
部
省
註
会
薮
育
局
文

は
博
物
館
修
理
保
存
課
や
調
査
課
が
≫
そ
れ
ぞ
れ
拡
大
強
化
さ
れ
た
よ
う
な
も

ず
る
な
ど
≫
予
防
線
を
張
っ
て
は
い
る
が
≫
い
ず
れ
に
し
ろ
政
党
人
が
こ
の
運

の
で
落
ち
付
く
の
で
あ
ろ
う
か
匂
そ
れ
自
体
に
は
そ
れ
ほ
ど
の
新
味
は
な

用
に
政
党
色
を
濃
厚
に
入
れ
ず
、
あ
く
ま
で
文
化
保
存
と
い
う
政
党
を
越
え
た

い
。
学
者
で
あ
り
技
術
家
で
も
あ
る
私
と

L
て
特
に
関
心
の
深
い
の
は
、
も
と

聖
職
に
あ
る
心
構
え
で
当
る
の
で
な
け
れ
ば
、
い
ず
れ
文
化
保
存
は
政
治
の
犠

性

に

な

り

が

ち

と

な

る

の

で

あ

ろ

う

。

よ

り

保

存

部

で

あ

る

。

大
半
が
決
定
さ
れ
さ
ら
に
委
員
会
の
付
属
機
関
と
し
て
、
現
行
の
文
部
大
臣
諮
問
機
関
た
る
閾

の
総
合
的
再
出
発
の
観
の
あ

し
た
が
っ
て
政
党
色
の
濃
厚
な
議
員
ら
の
間
か
ら
委
員
の

宝
保
存
会
や
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
保
存
会
な
ど

'
,
•
よ
う
と
い

5

世
間
の
と
り
ざ
た
が
当
ら
な
け
れ
ば
よ
い
が
と
考
え
て
い
る
。
そ

、
五
入
の
委
員
な
ら
そ
る
文
化
財
専
門
審
議
会
≫
そ
れ
に
國
立
博
物
館
と
、
現
在
の
國
立
博
物
館
付
属

の
よ
う
な
純
政
治
家
な
い
し
は
議
員
た
ち
だ
け
で
な
く

の
美
術
研
究
所
を
独
立
さ
せ
た
文
化
財
研
究
所
が
置
か
れ
る
が
≫
こ
れ
ら
も
こ

っ
て
占
め
ら
れ
る
こ
と

て
、
根
本
的
に
考
え
直

の
中
の
二

J

I

一
人
は
政
党
色
の
薄
い
学
者
と
文
化
入
に
よ

す
べ
て
現
行
機
関
の
模
様
が
え
の
観
が
あ
っ

こ`

を
理
想
と
す
る
°
保
存
の
対
象
が
藝
術
・
技
術
・
科
学
等
学
術
的
な
も
の
で
あ
の
よ
う
ー

し
た
も
の
と
は
受
け
取
れ
な
い
。
し
か
し
亭
門
審
議
会
が
委
員
会
の
諮
問
に
應

る
以
上
、
そ
れ
ち
に
対
し
深
い
造
詣
の
あ
る
学
者
や
一
般
文
化
入
の
、
政
党
を

じ
≫
専
門
的
お
よ
び
技
衛
的
な
事
項
の
調
査
と
審
議
を
な
す
ほ
か
≫
委
員
会
に

離
れ
た
慎
実
の
心
が
文
化
財
を
よ
く
理
解
L
・
よ
い
施
策
を
輿
え
る
で
あ
ろ

と
に
お
い
て
、
箪
な
る
諮
問
機
関
の
範
囲
を
越
え

う
。
そ
の
た
め
に
専
門
審
議
会
が
あ
る
と
い
う
ご
と
き
弁
解
は
成
り
立
た
な
建
議
す
る
こ
と
も
で
き
る
こ

ぃ
°
委
員
会
な
れ
ば
こ
そ
専
門
学
者
や
一
般
文
化
人
に
よ
う
や
く
専
門
審
識
会
た
も
の
と
L
て
、
私
の
歓
迎
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

口
が
き
け
る
と
い
う
程
度
な
圧
迫
を
や
め
て
≫
委
員
に
も
委
員
長
に
も
進
ん
こ
れ
に
反
し
て
現
喩
専
門
的
・
技
術
的
な
調
査
や
実
施
に
監
督
機
関
を
兼
ね

て
い
た
國
立
博
物
館
が
本
来
の
姿
に
も
ど
っ
，
て
有
形
文
化
財
の
牧
集
・
保
管
・

す
く
な
く
と
も
政
党
人
委
員
で

で
任
ぜ
し
め
る
ほ
ど
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

展
示
等
の
事
業
機
関
と
な
る
の
ほ
当
然
で
あ
る
≫
ま
た
文
化
財
の
研
究
・
調
査

も
こ
れ
ほ
ど
に
深
い
理
解
と
経
瞼
を
文
化
財
に
対
し
て
持
つ
人
で
な
け
れ
ぽ

た
め
に
文
化
財
研
究
所
を
置
く
こ
ど
も
き
わ
め
て
望
ま

L
い
°
保
存

委
員
に
な
っ
て
も
ら
い
た
く
な
い
と
思
う
。
現
在
の
諸
官
僚
の
．
ご
と
く
贔
そ
の
等
を
行
う

不
可
欠
の
槻
関
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

あ
る
仕
事
の
性
質
を
仁
わ
か
勉
強
L
て
あ
事
業
の
学
術
的
基
礎
を
定
め
る
に
』

た
る
の
に
應
じ
て
き
わ
め
て

地
位
に
瘤
け
ば
始
め
て
そ
の
管
下
に

、
こ
れ
ら
の
付
属
機
関
で
は
文
化
財
が
多
餃
に
わ

5
な
顔
を
す
を
付
け
燒
匁
的
な
こ
と
ほ
ゃ

が
つ
，
ヽ
ば
れ
そ
の
道
の
通
人
で
あ
る
よ

ー 25-

名
勝
に
つ
い
て
は
異
議
が
な
怜
じ
か
し
天
然
記
念
物
を
ま
で
本
法
に
含
運
用
機
関
た
る
委
員
会
ば
文
部
省
の
外
局
と
な
る
こ
と
と
な
っ
た
が
≫
名
勝
の

ま
せ
た
と
こ
ろ
に
一
應
の
考
慮
を
要
ず
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
な
ん
と
な
れ
一
部
と
天
然
記
念
物
が
対
象
の
性
質
上
J

國
立
公
園
に
密
接
な
関
係
を
持
つ
ば

屡
化
財
と
い
う
か
ら
に
は
≫
そ
れ
に
は
飽
く
ま
で
人
為
的
要
素
が
あ
る
べ
き
か
り
で
な
い
。
有
形
無
形
の
文
化
財
ナ
ら
國
立
公
園
内
に
あ
る
も
の
は
≫
関
係

で
あ
っ
て
≫
こ
れ
と
対
比
し
て
ぜ
ん
／
＼
別
箇
の
も
の
た
る
天
然
的
要
素
に
属
＇
が
深
い
。
し
か
る
に
國
立
公
園
法
は
厚
生
省
扱
い
で
あ
る
か
ら
両
省
に
よ
ほ
ど

す
る
天
然
記
念
物
は
文
化
財
た
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
も
従
来
の
法
律
十
分
な
連
絡
が
な
い
限

h
保
存
利
用
に
支
陣
を
き
た
し
や
す
い
0

万
一
ぅ
ゎ
さ

の
行
き
が
か
上

h
上
や
む
を
得
ぬ
処
置
で
あ
ろ
う
が
、
文
化
財
と
い
う
純
理
か
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
文
部
厚
生
の
両
省
が
合
体

L
て
文
化
省
と
な
る
な
ら

ら

は

ど

う

も

ふ

に

落

ち

ぬ

と

こ

ろ

が

あ

る

。

ば

ー

な

お

さ

ら

文

化

財

と

國

立

公

園

と

の

合

体

し

た

文

化

省

が

茎

ま

し

い

の

で

．

晨
さ
れ
．
g
く

な

い

の

は

≫

さ

う

い

っ

た

か

ら

と

い

っ

て

私

が

天

然

記

念

物

は

な

い

か

と

考

え

る

。

．

．

の
保
存
を
軽
脆
す
る
の
で
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
そ
の
保
存
に
大
―
-

l

,

き
な
関
心
を
持
っ
て
い
る
。
文
化
財
と
銘
打
っ
た
か
ら
困
る
と
い
う
の
で
あ
っ
法
の
運
営
が
五
名
の
委
員
か
ら
な
る
文
化
財
保
存
委
員
会
に
よ
る
こ
と
と
な

て
≫
私
の
置
意
は
そ
れ
ど
こ
ろ
が
他
の
適
当
な
名
を
冠

L
た
保
存
法
を
も
っ
っ
た
の
は
、
従
来
と
か
<
國
の
独
菩
的
官
僚
政
策
に
よ
っ
た
欠
箔
を
除
き
う
る

こ
と
と
し
て
結
構
で
あ
る
。
そ
し
て
法
の
張
化
の
た
め
に
委
員
の
地
位
は
高
―

て
»
人
為
•
自
然
の
両
記
念
物
の
保
存
を
総
合
的
に
し
て
も
ら
い
た
い
の
で
あ

況

る
4
こ
の
論
法
か
ら
い
え
ぽ
國
立
公
園
法
も
当
然
、
こ
の
内
に
は
い
る
の
で
あ
V
≫
委
員
間
の
互
選
に
よ
る
委
員
長
が
大
臣
級
で
あ
る
の
も
望
ま

L
い
。
た
ゞ

る
。
今
で
こ
そ
國
立
公
園
の
意
羮
社
い
さ
4
か
多
鼓
に
わ
た
っ
た
が
≫
ア
メ
リ
問
題
と
な
る
の
は
委
員
の
素
質
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
い
か
ん
が
た
し
ち
に

カ
で
の
当
初
の
目
的
は
純
天
然
景
観
が
人
為
に
よ
っ
て
乱
さ
れ
る
こ
と
か
ら
防
日
本
文
化
財
の
保
蕗
政
策
に
軍
大
な
影
響
を
典
え
る
か
ら
で
あ
る
c
委
員
の
任

ぐ
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
目
的
は
今
で
も
駿
存
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
命
は
「
文
化
に
関
し
高
い
識
見
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
両
議
院
の
同
意
を
経

．
か
ら
天
然
記
念
物
と
の
関
連
性
は
濃
厚
で
あ
る
。
だ
か
ら
天
然
記
念
物
の
保
存
て
」
文
部
大
臣
が
任
命
す
る
由
で
あ
る
が
≫
そ
の
原
選
を
だ
れ
が
す
る
の
か
。

を
國
立
公
園
の
ほ
う
に
合
わ
せ
る
の
な
ら
合
理
的
で
も
あ
り
、
便
利
で
も
あ
る
こ
こ
に
醗
に
委
員
の
素
質
が
決
定
的
に
な
る
。
要
す
る
に
質
の
良
否
は
「
高
い
、

が
；
そ
れ
宅
舟
離
し
て
文
化
財
保
存
に
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
点
に
ど
う
し
て
識
見
」
が
い
か
な
る
程
度
に
あ
る
9
に
あ
る
。
文
化
に
関
し
最
も
熱
烈
な
関
心

も
不
合
理
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
こ
れ
ら
す
べ
て
を
一
っ
に
し
て
．
を
持
ち
•
最
も
良
心
的
で
実
行
力
に
富
ん

け
れ
ぽ
な
ら
な
い
は
ず
で

保
存
利
用
の
途
に
行
く
こ
と
、
現
行
ア
メ
リ
カ
の
法
の
ご
と
く
に
す
る
こ
と
を
あ
り
≫
そ
れ
に
は
も
と
よ
り
官
民
の
い
ず
れ
を
も
≫
地
位
の
い
か
ん
を
も
≫
醜

理
想
と
す
る
。
日
本
現
下
の
欣
態
と
し
て
は
≫
こ
れ
は
実
現
に
遠
い
で
あ
ろ
う
業
の
い
か
ん
を
も
問
う
ぺ
き
で
な
い
が
、
一
部
の
人
に
よ
り
原
選
せ
ら
れ
る
場

が
≫
い
つ
か
は
実
現
の
時
が
あ
ろ
う
こ
と
を
切
に
理
む
も
の
で
あ
る
0

合
．
こ
れ
だ
け
の
廣
い
幅
の
中
か
ら
≫
ほ
ん
と
う
の
人
を
鯉
に
選
び
由
L
て
く

•
こ
の
こ
と
は
法
の
運
用
機
構
か
ら
見
て
も
よ
い
よ
万
に
忌
わ
れ
る
。
本
法
の
れ
る
で
あ
ろ
う
か

J
C．
ー
こ
と
に
私
の
恐
れ
る
の
は
、
や
や

政
党
的
な
色
・



.,．，＂
5

鱈
墨
真

本
法
加
聡
胡
じ
｛
で
，
ぁ
っ
ば
れ
文
化
國
の
実
を
あ
げ
う
る
か
ど
う
か
を
決
す
る
，

に
付
属
す
る
一
環
の
調
査
讚
構
に
ま
で
地
位
を
高
め
¥
調
査
を
積

l

化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
指
定
に
は
そ
の
意
見
を
も
十
分
に
開
き
、
か
ぎ
は
金
と
人
で
あ
る
。
そ
れ
が
，
急
激
に
増
大
す
る
こ
と
を
予
測
し
て
確
同

も
っ
て
指
定
物
件
の
中
央
文
化
的
な
た
る
成
算
の
下
に
こ
の
法
律
を
制
定
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
は
否
で

に
地
方
的
特
徴
を
も
債
値
対
象
と
し
≫

し
か
t
•
そ
れ
で
も
政
府
に
文
化
財
保
存
に
対
す
る
十
分
の
理
解
と

虜
に
偏
し
勝
ち
な
こ
と
を
避
け
る
手
段
と
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
地
方
機
あ
ろ
う
。

熱
さ
え
あ
れ
ば
可
能
と
信
ず
る
が
ゆ
え
に
、
本
法
が
発
布
さ
れ
た
以
上
A

政
府

糖
と
の
関
迪
性
が
重
要
文
化
財
に
対
し
て
も
明
確
に
法
文
に
記
さ
れ
て
い
た
な

ら
ど
の
く
ら
い
よ
か
っ
た
か
ど
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
は
形
式
的
で
な
し
に
、
実
際
本
腰
に
な
っ
て
も
ら
い
た
い
の
で
あ
る
。

．
こ
れ
に
関
連
す
る
今
―
つ
の
希
望
は
指
定
に
も
れ
た
指
定
候
補
の
処
置
で
あ
し
か
し
残
念
な
こ
と
に
は
と
か
く
日
本
政
府
に
あ
り
が
ち
の
形
式
｀
圭
裳
は
本

る
。
こ
れ
ら
は
≫
お
お
か
た
無
債
値
の
も
の
で
な
く

3

た
ゞ
指
定
の
標
準
に
逹
法
に
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
本
法
の
進
歩
的
な
特
徽
の
一
で
あ
る
無
形
文
化
財

'
し
な
か
っ
た
だ
け
で
•
あ
く
ま
で
保
存
利
用
の
み
ち
に
出
る
の
を
至
当
と
す
る
に
関
す
る
條
文
が
わ
ず
か
二
條
に
過
ぎ
な
い
こ
と
で
»
い
か
に
お
座
な
り
で
あ

も
の
で
あ
ろ
う
。
た
ゞ
闊
が
保
存
利
用
を
し
な
い
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
？
て
る
か
が
わ
か
る
で
な
い
か
。
し
か
も
無
形
文
化
財
は
指
定
し
て
積
極
的
に
保
存

＇
こ
れ
を
程
度
に
臆
じ
て
府
縣
町
村
の
指
定
物
件
と
さ
せ
≫
そ
れ
ら
地
方
関
体
が
す
る
の
で
な
く

n
わ
ず
か
に

i

保
存
に
当
る
こ
と
を
適
当
と
認
め
る
者
に
対

永
久
保
存
の
み
ち
を
構
ず
る
よ
う
に
國
が
指
導
す
る
の
が
親
切
で
あ
り
»
必
要
し
」
助
成
す
る
の
み
で
あ
り
、
ま
た
公
開
を
命
じ
»
•
そ
れ
に
國
庫
費
用
を
わ
か

な
こ
と
で
あ
る
。
さ
う
で
な
け
れ
ば
あ
る
い
は
粗
末
に
扱
わ
れ
て
破
箋
さ
れ
>
と
う
と
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
み
れ
ば
た
よ
り
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
で

ま
た
は
失
わ
れ
る
べ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
処
置
に
関
す
る
こ
と
も
ぜ
ひ
法
文
も
藝
能
人
た
ち
は
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
い
っ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
が
、
そ
の

化
し
て
置
き
た
か
っ
た
ど
思

5
0

よ
う
な
程
度
で
保
存
の
実
に
期
せ
ら
れ
よ
う
か
。
本
腰
に
な
る
な
ら
ぽ
≫
政
府

は
債
値
の
高
い
藝
能
人
と
≫
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
有
形
文
化
財
に
関
す
る
特
殊
技

五

物
件
の
保
護
と
利
用
に
関
し
先
立
つ
も
の
は
金
で
あ
る
。
法
文
に
現
わ
能
者
（
日
本
古
来
の
建
築
・
エ
藝
等
の
技
術
の
所
有
者
）
の
生
活
を
保
証

L
、

れ
た
面
だ
け
を
見
て
も
≫
震
要
文
化
財
の
管
理
と
修
理
に
対
す
る
補
助
費
≫
特
技
藝
を
み
が
く
だ
け
の
補
助
を
典
・
そ
．
國
立
劇
場
を
建
設
L
A
免
税
す
る
の
が

当
然
だ
と
思
う
。
な
お
＞
ヽ
特
殊
技
能
者
に
対
L
て
は
≫
か
つ
て
美
術
院
を
奈
良

に
國
宝
修
理
に
要
す
る
全
額
國
庫
費
用
．
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
複
18補
助

文
化
財
へ
の
補
助
金
と
資
材
等
≫
國
庫
の
支
出
は
現
在
以
上
多
額
に
に
置
い
て
彫
刻
修
理
に
当
ら
せ
た
よ
う
に
、
技
藝
院
の
ご
と
き
を
設
置
し
て
、

加
え
て
事
業
逐
行
の
た
め
に
要
す
る
朦
員
数
の
多
い
こ
と
は
予
想
せ
ら
技
藝
人
を
し
て
修
理
の
際
に
は
L

J

れ
に
当
ら
せ
≫
そ
れ
の
な
い
時
に
ほ
技
術
C-

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
時
に
本
法
の
よ
う
に
保
存
対
象
が
廣
範
囲
に
わ
た
ー
錬
ま
研
究
に
当
ら
す
べ
き
で
≫
そ
の
点
か
ら
委
員
会
の
付
属
機
関
と
し
て
い
ろ

っ
た
以
七
従
来
の
属
宝
そ
の
他
の
た
め
に
要
し
た
人
員
数
を
は
る
か
に
超
え
、
い
ろ
並
べ
た
も
の
の
次
に
「
技
藝
院
」
の
一
l

一
字
を
入
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
思

な
け
れ
ば
、
お
そ
ら
く
本
法
の
目
的
は
逹
せ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
＂
棗
す
る
に
｀
う
。

r"＂＂梵＂
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四

本
法
に
よ
り
委
員
会
は
有
形
文
化
財
の
う
ち
粛
要
な
も
の
を
軍
要
文
化
財
に

指
定
し
≫
そ
の
う
ち
、
「
世
界
文
化
の
見
地
か
ら
債
値
の
高
い
も
の
で
、
た
ぐ
い

．
な
い
國
民
の
宝
た
る
も
の
」
を
闊
宝
に
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
現

在
の
國
宝
は
そ
の
ま
ま
震
奥
文
化
財
と
な
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
同
時
に
現

在
の
軍
要
美
術
品
は
当
分
の
間
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

呵
当
分
の
間
と
ほ
い
つ
ま
で
を
い
う
か
、
干
い
ぶ
ん
あ
い
ま
い
な
こ
と
ば
で

あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
中
か
ら
霊
要
文
化
財
た
り
う
る
も
の
を
指
定
し
終
る
ま

f

～
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
指
定
し
も
れ
た
も
の
を
失
効
後
は
い
か
に
処
置

L
よ
う
と
す
る
の
か
，
何
も
い
っ
て
い
な
い
。
少
な
く
も
重
要
美
術
品
と
國
家

が
認
め
た
も
の
な
ら
放
置
す
べ
き
ほ
ど
無
債
値
な
も
の
は
な
い
は
ず
の
も
の
を

そ
の
後
は
國
家
が
振
り
捨
て
て
し
ま
う
の
で
は
あ
ま
り
無
責
任
で
は
あ
る
ま
い

か
°
府
賭
そ
の
他
諸
園
体
の
手
に
任
せ
る
の
か
も
L
れ
な
い
が
n

そ
れ
な
ら
そ

，
れ
な
り
に
な
ん
と
か
明
記
し
な
い
限
り
不
安
心
き
わ
ま
る
と
思
う
0

.

そ
れ
か
と
い
っ
て
現
在
の
國
宝
を
そ
の
ま
ま
重
要
文
化
財
に
名
蓑
替
え
す
る

の
も
あ
ま
り
に
安
品
す
ぎ
る
と
思
．
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
國
宝
指
定
は
明
治
＝l

-

十
年

指
定
開
始
以
来
年
々
そ
の
標
準
が
常
に
変
動
L・

時
に
は
霰
格
に
過
ぎ
、
時
に

ー 26-

多
く
の
専
門
的
な
知
識
人
を
集
め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
こ
と
に
自
然
科
学
的

な
分
野
が
は
い
っ
て
く
る
以
七
今
ま
で
に
見
な
い
自
然
科
学
者
も
多
く
は
い

;
/
≫
内
容
は
．
は
な
は
だ
複
維
化
す
る
。
こ
れ
を
い
か
に
配
備
し
≫
疇
各
文
化
財

の
面
が
公
平
な
発
達
を
遂
げ
る
よ
う
に
な
し
う
る
か
は
）
一
に
今
後
の
当
局
の

手
腕
に
ま
っ
ほ
か
な
い
が
A

ま
た
こ
れ
ら
の
人
々
が
会
議
そ
の
他
に
こ
だ
わ
ら

ず
、
総
合
的
な
円
滑
を
期
す
る
た
め
に
持
つ
べ
き
心
構
え
が
た
い
せ
つ
で
あ
ろ

う
。

ほ
寛
大
に
失
L
芍
ら
み
が
万
る
。
こ
れ
は
あ
な
が
・
ち
に
保
存
委
員
の
見
識
の

結
果
で
は
な
く
≫
時
の
朕
勢
に
隈
じ
た
処
置
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
n
今
に
し

て
み
れ
ば
≫
ど
う
か
と
思
う
も
の
も
な
く
も
な
い
。
い
つ
か
は
再
せ
ん
譲
の
粟

が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
は
今
度
の
切
り
か
え
時
期
が
こ
れ
を
断
行
す
る
唯
一
の
機

桑
こ
せ
ら
れ
る
。
ゆ
え
に
こ
こ
に
提
案
し
た
い
の
は
こ
の
際
従
束
の
國
宝
の
み

な
ら
ず
、
粛
要
美
術
品
を
も
一
律
に
重
要
文
化
財
に
仮
指
定
し
、
で
き
る
だ
け

早
く
こ
れ
ら
を
再
審
査
し
て
一
貫
し
た
提
準
の
下
に
花
式
の
霊
要
文
化
財
を
決

定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
鍛
芙
を
も
仮
指
定
す
る
理
由
は
特
に
近
年
当
然
詞
宝
で

も
よ
い
も
の
を
取
扱
い
の
便
宜
上
霊
美
に
指
定
し
た
も
の
が
あ
る
の
で
、
こ
の

中
か
ら
軍
要
文
化
財
に
本
指
定
す
る
債
値
の
も
の
が
相
当
見
い
だ
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

な
お
新
ら
し
い
國
宝
と
同
模
な
立
場
か
ら
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
中
か
ら
特

別
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
を
選
び
指
定
す
る
と
い
う
。
こ
れ
も
け
っ
こ
う
で
あ

る
が
≫
し
か
し
無
形
文
化
財
で
は
特
に
債
値
の
高
い
も
の
に
特
別
の
指
定
が
な

さ
れ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
に
も
漸
次
指
定
が
増
す
に
つ
れ
特
別
指
定
を
必
要
と

す
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
。

指
定
候
補
を
全
國
的
に
徽
す
べ
き
は
も
と
よ
り
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
の
調

査
は
従
来
よ
り
も
は
る
か
に
活
発
に
行
い
、
か
つ
て
あ
っ
た
よ
う
に
、
開
き
込
み

で
よ
う
や
く
さ
が

L
当
て
る
な
ど
の
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
た
い
。
そ
れ
に
は

各
埴
方
の
人
々
に
よ
る
調
査
等
を
十
分
参
照
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
地
方
的

覇
査
と

L
て
は
各
府
縣
の
文
化
財
保
存
委
員
の
多
年
に
わ
た
る
も
の
が
あ
り
≫

そ
れ
ぞ
れ
報
告
書
を
出
し
．
と
き
に
は
府
縣
の
指
定
を
施
し
て
い
る
が
≫
こ
れ

ら
の
調
査
委
員
の
運
営
も
強
化
し
≫
こ
と
に
調
査
に
従
来
不
足
し
て
い
た
従
来

の
閾
宝
関
係
や
無
形
文
化
財
関
係
の
専
門
家
を
も
充
実
し
て
≫
中
央
の
文
化
財



こ
れ
に
対
し
て
罰
珂
は
最
初
の
案
に
比
し
か
な
り
緩
和
さ
れ
た
も
の
の

2

な

お
相
当
廣
滴
囲
に
わ
た
り
き
び
し
い
も
の
が
あ
る
。

L
か
L
軍
要
文
化
財
等
の

軍
要
性
か

5
見
れ
ば
、
こ
れ
で
は
軽
・
す
ぎ
る
と
の
意
見
も
あ
る
。
特
に
委
負
会

の
許
可
な
し
に
輛
出
し
た
り
，
隠
し
た
り
し
た
者
に
対
す
る
刑
罰
の
ご
と
ぎ
は

も
っ
と
は
る
か
に
震
く
し
て
よ
か
ろ
う
。
こ
れ
ほ
ど
の
計
画
的
悪
行
為
を
し
よ

う
ほ
ど
の
考
な
ら
n

わ
ず
か
十
万
円
以
下
の
罰
金
な
ど
は
も
の
の
数
で
な
い
か

ら
で
あ
る
。

要
す
る
に
免
稔
と
罰
則
と
の
か
ね
合
い
は
文
化
財
の
所
有
者
の
心
理
に
影
響

す
る
と
こ
ろ
が
は
な
は
だ
大
き
い
。
し
た
が
っ
て
法
の
精
紳
か
ら
い
え
ば
冤
既

嘉
則
と
も
に
合
距
的
に
大
ぎ
い
ほ
う
が
効
果
的
で
あ
る
。
し
か
る
に
本
法
で

、
免
税
し
て
も
新
制
定
の
富
裕
税
で
多
大
な
額
を
年
々
瑕
ら
れ
た
り
、
わ
ず
か
な

管
理
上
の
失
敗
で
罪
人
と
な
る
よ
う
な
不
合
理
な
法
が
あ
る
の
な
ら
≫
そ
の
指

定
を
忌
翠
し
た
り
、
管
涅
者
た
る
こ
と
を
好
ま
ぬ
よ
う
な
行
為
が
出
て
も
や
む

を
得
ぬ
で
あ
ろ
う
。七

文
化
財
は
保
存
の
み
に
努
め
て
活
用
し
な
け
れ
ぽ
そ
の
意
義
は
薄
い
。
本
法

も
明
ら
か
に
活
用
を
目
的
と
す
べ
く
う
た
い
な
が
ら
≫
活
用
に
関
す
る
積
極
的

な
條
文
と

L
て
は
有
形
文
化
財
の
用
品
と
無
形
文
化
財
の
公
開
以
外
に
な
い
の

で
は
な
お
飽
ぎ
足
ら
ぬ
思
い
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
國
民
致
育
資
料
や
観
光
資
料

と
し
て
活
用
す
る
こ
と
に
関
し
て
の
積
棺
的
な
具
体
策
を
示
ナ
ベ
き
で
な
か
っ

た
ろ
う
か
。
第
一
何
ゆ
え
に
國
立
博
物
館
を
東
京
都
に
漬
ぎ
、
そ
れ
に
奈
良
分
，

館
を
置
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
法
文
の
上
に
明
記
し
た
か
、
私
は
理
解
に
苦

L
む
。
こ
れ
で
は
國
立
陣
物
館
の
そ
れ
以
上
の
発
展
を
阻
寓
す
る
に
ひ
と
し
い

で
は
な
い
か
。
醐
翌
価
物
館
は
こ
れ
だ
け
で
は
足
り
な
い
。
京
都
を
始
め
各
地

(
 

端
的
に
い
う
な
ら
豊
富
な
予
算
は
人
員
を
も
質
・
議
と
も
に
向
上
さ
せ
る
。
．

現
在
の
文
部
省
な
ら
び
に
地
方
巖
に
お
け
る
文
化
財
関
係
官
公
吏
が
わ
ず
か
な

人
員
と
乏
し
い
ほ
，
ァ
給
で
東
走
西
奔
し
て
い
る
あ
り
さ
ま
で
は
、
台
帳
す
ら
完

全
に
な
し
難
い
の
も
無
理
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
≫
こ
4
に
人

員
の
充
実
と
≫
あ
わ
せ
て
技
幽
院
の
部
取
宇
呼
と
を
喫
坦
す
る
次
第
で
あ
る
。

文
化
財
保
存
の
具
体
的
な
対
策
と
し
て
、
委
員
会
が
専
門
審
議
会
に
諮
問
す

る
事
項
の
中
に
、
、
文
化
財
の
管
迦
・
修
理
な
ら
び
に
環
境
保
全
の
た
め
に
す
る

行
為
の
制
限
・
禁
止
お
よ
び
必
要
な
施
設
の
命
令
等
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
で
保
存
策
の
大
網
が
張
ら
れ
た
と
認
め
る
。
こ
の
中
に
は
警
備
・
防
災
等
に

関
す
る
諸
機
構
ぱ
も
ち
ろ
ん
ば
い
っ
て
い
る
と
思
う
が
~
か
つ
て
の
罰
宝
等
の

扱
い
に
お
い
て
修
理
第
一
主
義
で
あ
っ
た
の
を
改
め
て
、
修
理
と
同
格
の
地
位

に
管
理
楓
構
や
防
災
・
環
境
盤
備
に
意
を
用
い
る
よ
う
せ
ら
れ
た
い
。
こ
れ
ら

が
充
笑
し
て
い
た
な
ら
、
お
そ
ら
く
怯
監
寺
昨
年
の
不
幸
も

A

そ
の
他
に
も
し

き
り
に
起
っ
た
罰
宝
の
滅
失
も
無
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
え
る
に
つ
け
て

゜

も
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
十
分
の
御
考
慮
か
願
わ
し
い
。
な
お
保
存
施
策
の
中

に
は
記
文
・
写
銘
・
実
測
図
・
椙
影
熔
に
よ
る
台
根
の
作
製
、
模
型
、
時
に
ほ
映

．
画
等
あ
ら
ゆ
る
方
法
が
あ
る
ゆ
え
に
≫
こ
れ
ら
を
危
常
住
の
亭
業
と
し
て
絶
え

ぬ
努
力
が
要
華
恐
ら
れ
る
。

こ
う
な
れ
ば
國
家
の
予
算
は
い
よ
い
よ
増
大
す
る
。
は
た

L
て
闊
庫
は
こ
れ

ら
に
堪
え
得
よ
う
か
。
悲
観
的
で
あ
る
。
そ
の
時
は
ど
う
す
る
か
。
こ
こ
に
祉

会
の
関
心
を
喚
起
し
た
い
。
社
会
が
文
化
財
の
保
存
を
箪
に
政
府
と
所
有
者
と

空
間
で
解
快
す
る
も
の
と
し
て
屁
餌
し
≫
ま
た
は
批
評
ば
か
り
を
加
え
て
い
た

汽
そ
の
よ
う
な
融
誓
さ
す
て
さ
っ
て
、
と
忍
に
保
存
に
直
竿
的
な
努
力
を
惜
し

ャ
ま
な
く
な
っ
て
こ
そ
こ
胆
の
民
主
的
な
文
化
保
存
と
な
る
f‘

個
人
、
圏
体
を
問

わ
ず
，
奈
良
縣
で
行
っ
た
よ
う
な
國
宝
宝
く
じ
≫
そ
の
他
方
法
の
い
か
ん
を
問

わ
ず
，
た
と
え
わ
ず
か
で
も
金
を
寄
付
す
れ
ば
と
集
れ
ぽ
大
と
な
る
。
要
す
る

に
政
府
の
自
覚
と
と
冷
に
就
会
全
般
の
放
育
が
徹
底
ふ
」
ぬ
限
り
，
い
か
に
物
冬

し
い
法
律
が
で
き
た
と
て
:
そ
れ
は
案
文
に
ひ
と
し
い
。
さ
れ
ぼ
と
い
っ
て
耽

会
の
自
発
的
協
力
を
本
法
で
う
た
っ
た
程
度
で
は
い
つ
に
な
っ
た
ら
そ
の
時
が

く
る
と
も
わ
か
ら
な
い
か
ら
A

こ
の
際
思
い
切
っ
て
そ
の
よ
う
な
協
力
行
為
を

実
現
さ
せ
る
よ
う
な
法
文
を
添
え
る
か
3

ま
た
は
別
に
そ
の
よ
う
な
法
律
を
作

る
と
よ
い
と
思
う
。
と
に
か
く
現
在
は
さ
す
が
に
奈
良
縣
と
京
都
府
が
そ
の
線

に
沿
い
か
な
h
活
勁
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
早
く
廣
く
全
罰
の
蓮
動
と
し
な
け

れ
ば
，
文
化
財
等
を
所
持
す
る
社
寺
等
の
現
下
の
窮
朕
で
は
維
持
す
ら
困
難
に

な
る
か
も
知
れ
な
い
こ
と
を
恐
れ
る
の
で
あ
る
。

六

文
化
財
保
存
の
一
策
と
し
て
所
有
者
に
対
し
特
権
を
異
え
る
こ
と
ほ
有
効
で

あ
る
が
，
そ
の
軍
要
な
も
の
に
非
課
茂
が
あ
る
。
本
法
で
は
上
程
刷
の
案
に
よ

れ
ば
第
八
十
四
條
と
第
八
十
五
條
に
こ
れ
を
扱
っ
て
い
た
が
•
そ
れ
は
出
品L

た
所
有
者
に
対
ナ
る
給
呉
金

3

文
化
財
発
見
者
等
に
対
す
る
報
債
金
3

國
ま
た

は
地
方
公
共
園
体
に
譲
り
渡
し
た
場
合
に
お
け
る
対
偵
等
に
所
得
税
ま
た
は
浩

人
税
を
課
さ
な
い
と
か
場
相
続
税
を
免
ぜ
ら
れ
る
と
か
>
あ
る
場
合
に
地
方
稔

を
課
さ
な
い
と
か
で
あ
っ
て
、
総
合
し
て
み
れ
ぽ
免
税
点
は
か
な
り
際
範
囲
の

よ
う
で
あ
っ
た
L

し
か

L
胴
会
遥
過
の
成
案
は
、
免
税
す
る
と
い
う
こ
と
は
換

言
す
れ
ば
間
接
に
補
助
金
を
輿
え
る
こ
と
に
ひ
と
し
い
か
ら
と
て
こ
の
二
條
を

け
ず
っ
た
と
か
聞
く
0

も
し
そ
う
な
ら
ば
．
結
呆
に
お
い
て
は
大
差
な
い
よ
う

な
も
の
の
ぶ
文
化
の
奨
励
保
存
の
た
め
の
生
っ
か
く
の
明
文
化
が
失
わ
れ
A

本

法
の
特
色
の
一
っ
が
消
え
た
よ
う
で
残
念
に
思
わ
れ
る
。

に
濫
か
れ
る
の
が
当
然
で
あ
る
。
そ
の
上
に
府
縣
町
村
寺
一
の
簿
物
館
や
祉
寺
や

個
人
の
樽
物
館
の
設
罹
を
す
す
め
る
よ

5
な
條
交
尺
抱
行
細
刊
に
で
心
入
れ

ら
れ
ん
こ
と
を
希
望
す
る
。
憚
物
館
が
一
國
の
文
化
の
尺
度
と
な
る
の
に
日
本

の
現
吠
の
ご
と
き
は
哭
に
恥
か
し
い
か
ら
で
あ
る
。

J

指
定
物
件
の
い
ず
れ
も
が
萄
光
資
源
と
し
て
大
き
く
う
か
び
上
が
る
こ
と
に

対
し
て
も
≫
な
ん
ら
画
策
す
る
と
こ
ろ
の
な
い
の
が
不
審
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ

け
て
も
≫
や
が
て
生
れ
る
で
あ
ろ
う
観
光
慶
と
の
緊
密
な
連
絡
の
可
能
な
よ
う

な
処
置
を
細
則
等
で
謂
せ
ら
れ
た
ら
と
愚
考
す
る
次
第
で
あ
る
。

本
法
の
制
定
に
際
し
、
批
評
や
ち
ぷ
希
望
や
ら
を
か
っ
て
に
申
L
4
U
て
る
こ

と
以
上
の
よ
う
で
あ
る
が
A

洒
読
し
て
、
あ
る
い
は
ふ
ろ
し
き
を
ひ
ろ
げ
過
ぎ

た
点
も
あ
り

A

夢
の
よ
う
な
事
柄
も
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
を
自
覚
し
な
い
わ
け

で
な
い
が
、
学
者
と
し
て
の
絶
対
的
な
信
念
か
ら
そ
れ
ら
を
記
さ
ぬ
わ
け
に
い
一

か
な
い
の
で
あ
る
。
本
法
で
す
ら
他
の
政
府
の
諸
事
業
と
の
間
の
均
衡
が
と
れ

29

ぬ
と
か
、
現
在
と
し
て
は
、
ま
だ
早
や
過
ぎ
る
点
が
あ
る
と
か
の
批
評
も
一
部
―

に
あ
る
と
か
聞
く
が
、
私
と
し
て
は
日
本
が
文
化
国
家
た
ち
ん
と
ナ
る
以
上
≫

困
難
を
お
し
て
も
こ
れ
ぐ
ら
い
の
こ
と
は
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
信
ず
る
ゆ

え
に
，
本
怯
の
内
容
を
も
っ
て
し
て
む
な
ほ
足
ら
ず
と
せ
ぬ
わ
け
に
い
か
な
い

の
で
あ
る
。
施
政
者
が
そ
の
意
と
す
る
と
こ
ろ
を
く
ん
で
現
笑
に
詢
和
さ
ザ
一

つ
で
も
で
き
る
だ
け
そ
の
実
現
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
適
当
に
処
置
さ
れ
た
ら
、

私
の
幸
揺
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
東
大
数
警
工
学
博
士
）

＾
写
翼
は
鼠
宝
釈
迦
震
生
像
＞
ー
奈
良
伊
鍛
寺
ー

ー 28-



こ
の
た
び
文
化
財
政

保
護
法
が
成
立
し
た
機

典
会
に
≫
わ
が
國
の
文
化

戸
財
政
保
存
行
政
の
沿
革

正元
一
と
翌
行
政
機
構
の
変

I

．
遜
を
中
心
に
の
べ
て
み

一
ょ
う
。

革

坂

明
治
維
新
爽
政
府

一
が
文
化
財
保
護
に
の
り

浩

応
の
真

ー
出
し
た
の
は
≫
廃
佛
棄

政
豆
一
釈
の
あ
ら
し
も
よ
う
や

ぷ
さ
ま
り
か
け
た
明

＿
治
四
年
（
一
八
七

i

)

行

一
五
月
の
大
政
官
布
告
に

-
＿
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
こ

存

の
布
告
は
、
古
器
旧
物

保

_
＿
類
の
保
存
の
た
め
≫
官

ー
＇
ー
，
＇
巖
を
遥
じ
て
目
錐
な
ど

を
差
し
出
す
べ

L
と
い
う
程
度
の
も
の
で
あ
る

が
≫
こ
れ
が
契
機
と
な
っ
て
以
後
二
十
年
ば
か
り

の
閲
は
主
と
し
て
博
物
館
、
博
覧
会
と
い
う
よ
う

な
面
が
政
府
の
手
で
経
営
さ
れ
て
い
っ
た
。
明
治

麦
年
に
な
る
と
古
祉
寺
保
存
金
の
交
付
が
的
務

省
の
手
で
始
め
ら
れ
て
い
る
。
京
糀
府
苓
は
≫

鞍
馬
寺
・
欧
棚
寺
・
天
酌
応
寺
、
奈
紅
縣
下
で
ほ
談

す
る
が
ご
と
き
は
そ
の

I

例
で
あ
り
、
ま
た
名
勝

お
よ
び
天
然
記
念
物
に
い
た
っ
て
は
、
ー
は
わ
が

國
特
有
の
天
然
芙
的
債
値
を
有
し
、
一
は
世
界
稀

有
の
学
術
的
債
値
を
有
す
る
た
め
、
特
に
保
護
保

存
の
目
的
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
≫
そ
れ
以
外

の
藝
術
な
い
し
学
術
に
関
す
る
い
っ
さ
い
の
事
項

を
所
管
す
る
文
部
省
に
う
つ
し
て
、
そ
の
保
存
事

業
を
行
う
の
は
当
然
の
事
で
あ
り
、
か
つ
事
務
の

進
捗
上
．
経
費
の
節
約
上
便
盆
す
る
処
が
多
大
で

あ
る
と
の
当
時
の
理
由
で
≫
そ
の
掌
，
て
い
た
史

跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
保
存
の
事
務
は
同
年
十
i
-

月
―
H

文
部
省
に
移
管
さ
れ
て
~
宗
敬
局
古
祉
寺

保
存
課
が
こ
れ
を
引
き
つ
ぐ
こ
と
4
な
り
≫
つ
い

で
従
来
の
古
祉
寺
保
存
課
を
保
存
課
と
改
め
る
こ

と
と
な
ッ
た
の
で
あ
る
。
同
年
史
蹟
名
勝
天
然
紀

念
物
保
存
法
の
改
正
が
あ
り
た
の
に
呼
應
L
て、

古
祉
寺
保
存
法
も
個
人
有
文
化
財
の
保
護
に
手
を

拡
げ
る
た
め
、
こ
の
法
律
を
廃
止
し
て
、
新
た
に
昭

和
四
年
（
元
二
九
竺
翌
ハ
制
定
さ
れ
た
の
が
國

宝
保
存
法
（
踪
悶
麟
腎
）
で
あ
る
：
ぷ

法
律
の
施
行
に
よ
？
て
≫
従
来
特
別
保
湊
建
造
物

と
よ
ば
れ
て
い
た
建
築
物
は
宝
物
類
と
と
も
に
一

李
に
國
宝
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
＂
た
。
つ
づ
い

て
文
化
財
の
海
外
轍
移
出
を
制
甑
す
る
た
め
，
昭

和
八
年
（
一
九
i
-
=
-
i
)
四
月
，
霞
要
美
術
品
等
の
保

山
神
社
・
興
謳
寺
・
室
生
寺
•
岡
寺
・
文
珠
院
の

名
が
見
え
て
お
り
≫
そ
の
う
ち
と
く
に
談
山
紳

祉
・
法
塵
寺
に
対
し
て
は
そ
の
年
最
高
二
千
円
の

保
存
金
を
交
付
し
て
い
る
。
こ
の
前
後
宮
内
省
か

ら
保
存
金
と
し
て
あ
る
い
は
保
存
奨
励
金
と
し
て

い
く
ら
か
の
額
が
交
付
さ
れ
て
お
り
≫
東
大
寺
の

例
な
ど
は
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

保
存
金
は
建
造
物
、
宝
物
類
の
維
持
の
み
な
ら

ず
、
祉
寺
の
経
営
維
持
の
た
め
の
保
存
金
で
も
あ

っ
た
も
の
も
あ
る
。
煎
接
に
、
建
造
物
・
宝
物
類

の
た
め
の
保
存
行
政
が
強
調
さ
れ
た
の
は
明
治
二

十
一
年
(

i

八
八
八
）
九
月
に
臨
時
全
闊
宝
物
取
調

局
が
宮
内
省
に
設
け
ら
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
e

明
治
二
十
九
年
（
一
八
九
六
）
五
月
内
務
省
に

古
社
寺
保
存
会
が
設
け
ら
れ
、
翌
年
六
月
古
祉

鸞
奮
（
繹
鯉
寄
謬
雙
五
日
）
が
制
定
さ

れ
た
。
こ
の
法
律
に
よ
る
一
回
の
指
定
は
同
年
十

二
月
で
≫
特
別
保
謹
建
逹
物
四
十
四
件
≫
（
そ
の
中
・

に
法
陸
寺
金
堂
が
入
っ
て
い
る
）
宝
物
の
方
は
百

五
十
五
件
が
指
定
さ
れ
て
い
る
。
同
年
・
1
月

3

宮

内
省
で
は
宝
物
取
調
局
を
廃
止
し
≫
そ
の
事
務
は

塁
博
物
館
が
引
き
っ
ぎ
｀
，
徳
物
館
内
に
宝
物
取

喜
を
去
，
い
て
調
査
杢
・
(
り
事
務
を
処
理
し
、
江

た
わ
ら
宝
物
鐙
定
の
事
務
を
紘
続
し
た
が
、
明
治

i
-
i
+
i
-
i
年
(
l
九
C
C
)
1〈月
3

官
制
の
敬
革
と

昭
明
八
年
四
月
一
日
ご
が
成
立

t
加
え
ら
れ

存
に
関
す
る
法
律
（
法
律
第
四
十
三
号

し
．
前
記
保
存
課
の
所
掌
事
務
に
ー
し

た
の
で
あ
る
。

大
平
洋
戦
争
が
は
じ
ま
り
戦
時
体
制
強
化
が
さ

け
ば
れ
る
に
お
よ
ん
で

3

昭
和
十
七
年
(
-
九
四

=
-
）
十
一
月
行
政
簡
素
化
の
名
の
も
と
に
宗
数
局

は
数
化
局
と
改
め
ら
れ
≫
保
存
事
務
の
所
管
課
ほ

他
の
所
掌
事
務
と
を
加
え
て
総
務
課
と
よ
ば
れ
る

よ
う
に
な
り
↓
さ
ら
に
十
八
年
（
一
九
四
一
―
ー
）
＋

一
月
教
育
局
文
化
課
か
ら
≫
つ
ゞ
い
て
十
九
年

`
^
（
元
四
四
）
課
名
を
激
化
課
と
改
め
ら
れ
・
文

化
財
保
護
の
事
務
は
そ
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
も
の

と
な
っ
て
終
戦
を
迎
え
た
の
で
あ
っ
た
。
．

終
殿
径
昭
和
一
千
年
（
一
九
四
五
）
＋
月
新

な
行
政
機
構
改
革
に
よ
っ
て
、
祉
会
教
育
局
文
化

課
の
一
掛
と
な
↓
た
が
、
昭
和
二
十
二
年
（
一
九

四
七
）
五
月
・
新
憲
法
の
発
布
と
と
も
に
従
来
の

帝
室
博
物
館
は
文
部
大
臣
の
所
管
と
な
り
、
國
立

煎
物
館
と
改
め
ら
れ
る
に
い
た
二
＼
國
宝
お
よ

び
軍
嬰
美
術
品
の
胸
査
関
係
の
嗽
負
は
國
立
博
物

館
に
移
さ
れ
n

あ
ら
た
に
縛
物
館
椀
篠
が
改
め
ら

れ
て
ン
館
内
に
調
査
課
．
保
存
修
理
課
が
設
け
ら

れ
て
今
H
に
お
よ
ん
だ
の
で
あ
る
。

た
ゞ

L
鼻
國
宝
お
よ
び
重
要
芙
術
品
に
関
ナ
る

保
存
行
政
事
務
の
主
体
は
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物

．
と
も
に
こ
の
亭
務
は
廃
止
さ
れ
た
。

古
祗
寺
保
存
法
に
よ
る
古
祉
寺
保
存
の
裏
瀦
は

”し

内
務
大
臣
の
所
管
下
に
巌
寺
局
の
所
掌
す
る
と
こ

ろ
と
な
っ
て
い
た
が
、
同
-
=
+
＝
一
年
（
一
九
(
X
J
)

祗
寺
局
が
紳
祉
•
宗
敬
の
両
局
に
わ
か
れ
る
際
、
宗

殺
局
に
属
す
る
こ
と
と
な
ゥ
た
。
大
正
二
年
(
i

九
＝
i
-
一
）
六
月
宗
数
局
の
事
務
が
文
部
大
臣
の
所

管
に
移
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
古
祉
寺
保
存
の
事

務
も
文
部
省
宗
敏
局
第
一
籐
の
分
掌
す
る
と
こ
ろ

と
な
t

た
呵
こ
の
第
二
諫
は
関
東
大
震
災
の
翌

年
す
な
わ
ち
大
正
十
i
-
l
年
に
古
砒
寺
保
存
課
と
敬

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

l
方
、
大
正
八
年
(
-
九
一
九
）
四
月
あ
ら
た

大
正
八
年
四
月
十

届
徒
第
四
十
四
号

に
史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
法

）
が
制
定
さ
礼
こ
れ
が
内
務
大
臣
の
所
管
と

H
 

な
h
≫
内
務
省
の
大
臣
官
房
地
理
鰈
の
所
掌
す
る

処
と
な
っ
た
が
、
本
来
史
跡
は
本
邦
に
お
け
る
歴

史
的
事
実
の
証
徴
で
あ
っ
て
≫
そ
の
保
存
の
精
紳

は
、
特
別
保
誤
建
造
物
な
ら
び
に
國
宝
保
存
の
精

畔
と
こ
と
な
る
こ
と
な
く
、
そ
の
占
両
者
は

L

ぼ
し
ば
交
錯

L
て
多
数
存
在
し
て
い
る
。
す
な
わ

も
特
別
保
膜
建
造
物
の
存
す
ろ
築
内
地
が
一
方
に

芸
い
て
は
史
跡
と
し
て
指
定
さ
れ
る
が
ご
と

v
.

叉
は
す
で
に
史
跡
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
地
域

内
の
庶
寺
の
建
造
物
を
特
別
堡
臨
建
造
物
に
指
定

の
保
存
事
務
と
と
も
に
依
然
と
し
て
文
部
省
で
行
．

わ
れ
て
い
た
が
3

行
政
機
梢
改
革
に
と
も
な
い
、

昨
年
（
一
九
四
九
）
五
月
一
一
平
'
-
日
文
化
財
保
存

課
と
し
て
保
存
に
関
す
る
一
課
が
誕
生
す
る
に
い

た
っ
た
。
こ
し
十
年
間
の
変
韓
の
様
は
批
相
と
と

も
に
ま
こ
と
に
は
げ
し
い
も
の
が
あ
る
。

こ
の
た
び
文
化
財
の
保
存
に
関
す
る
行
政
機
構

の
強
化
と
法
規
の
婆
備
を
は
か
る
必
要
か
ら
文
化

財
保
護
法
が
制
定
せ
ら
れ
る
に
当
っ
て
、
保
存
行

政
の
統
合
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
≫
文
部
省
の

外
局
と
し
て
文
化
財
保
談
委
員
会
の
組
織
の
下
に

再
出
発
す
る
こ
と
は
、
ま
？
ぢ
・
、
新
L
い
ゆ
ぎ
方

で
あ
っ
て
≫
國
立
博
物
館
に
移
管
さ
れ
た
國
宝
霊

要
美
術
品
等
の
調
査
，
保
存
修
理
事
務
が
委
員
会

亭
務
局
の
所
管
と
な
り
≫
統
合
さ
れ
る
こ
と
は
以

前
の
保
存
課
か
ら
保
存
局
に
飛
躍
す
る
感
じ
が
し

な
い
こ
と
も
な
い
が
≫
あ
ら
た
に
法
律
に
よ
h
無

形
文
化
財
や
.
埋
蔽
文
化
財
の
保
膜
行
政
が
加
え

ら
れ
た
こ
と
は
特
に
注
意
す
べ
き
こ
と
で
≫
将
来

文
化
財
保
陸
行
政
の
拡
張
発
辰
を
約
束

L
た
も
の

と
い
え
よ
う
。
（
武
井
氏
F

・
・
・
・
・
文
部
事
務
官
≫
坂

元
氏
・
：
＿
・
・
文
部
技
官
）

ー 31- .-.S3 -



＊載學の学麟見童“よび 学麟彙賛戴編よ＂鍮●

未修了学年別不就 2 不就学学齢兒童 3 未鬱了学年別不黛 4 不就学響鵬生徒
学学齢兒童比率 比奉 学学鯖生徒比奉 比攀
（総薮約，778人） （韓数47；邸5人）

旦セ胃

5 不就学の理由別学齢兒童数およ．
び比率

暉

6 不就学の理由別学齢生徒数およ
び比寧

□’ 
四て

g

躙

”

躙

珊

暉

珊

珊

暉

:fl 

E. ， 

文部省：文部統計速報No,82「学齢兒童および学齢生徒の就学朕況」から。

＇戴犠記 されることとなリました。
0策七國会で 化財保護法が成立し、今後 0関係方面の権威ある譜稿ないた＇ゞくこ}
のわが國の文化財保護行款が画期的に推瀧 ができましたことを感謝しておリます。

匹邸07

文鄭 時 報
7月号（第874号）

定債 46円
送費 8円

畠 1篇年•閲計9
=1・,  謁円｝計 588円

＊だし埴大号の場合は別に代金

を申しうけ生す ↑んにお申込み

ほ直積冤庁所にお顧いいたしま

す

昭和10年10月 8日嬢三譴郭使物認可（饂月 1lilllO日発行）

•‘昭和99年 7 月 5日印刷•昭和95年 7 月10日発行，.・

糎集者 m渾刊t暉這ケ関8d)4 文鶴省●査讐及鳥
発行者 如m〖中央区銀塵百 7の1 大 谷 保
印刷者 m渾立加暉町 8の55 行政学会印刷所

代表者藤＊外・吹

発行所 稟京都中央区銀叩如1 帯國地方行政学会

（購読申込所） 配献輝(57)螂—-6邸振替口座印肛8番

,f.j1-＝L
u

占

，

J
・

重要逼達事項一覧表（昭和25•4•16ー5 • 15) 

宣霧

（人事課）

文人総 l第2回委託研修生募集について
第77

I 
國人第83•寄付者の表彰具申について
ヽ第8II政府職員の海外出張等について

9 策42人事院規則9.:._2の送付について

文人仔 I臨時箪生の給奥算定法等について
釦841

“箪8角級別格付協議書等の添付について
9 嫁85繭立の学校（大学附牲の研究所，大学学部附属

1 の研究施設を含む）及び文部所轄概関に勤弱I する守衛，小使鎗の勤務時間について
，，第痴人亭移動の上申捺式について

10級職以上の職員調について

，，第9:敬育職員の超過勤務手当について
1/ 繁7」給奥簿の瑕扱について

“鄭地方における給奥態制度に関する説明会開催に
ついて

について 5,10I I/ 

いて も221,,

て・

調査にっ位1 9 

て 5,41,, 

·-ご••一•--
::2:1 : 

（総務課）

這総終戦数育寧務処理提要第4'集の刊行について ！4.,26'総麟輝
第•1

呵 861「文部法令総覧」の刊行について I :::i ，， 

弓 611公文書の書式について

l 
（会計課）

文全総＇閾立学校および所轄機関会計課長会議開催につ l
菓219I ¥/ヽ．て

“第281閾有財産培減及び現在額報告書作製について

玲：：： I昭和25年度歳出予算の配賦額について
餡9851

國全策98：歳出予算中の各目の細分の経費の使用について
’第118速報制度の改正について

，，簾117'改正計算証明規則運用に関する打合会の開催にIついて
・ 嬢118i計算証明規則の一部改正について
9 領13叶証拠書類の提出省略について

ー 80-

5, l［人事課長

4,24|” 
5, I次官

::::戸噂畏
も171,,

”|“ 
””  

4,191 q 

4,221 If 

4,2'1次官

“ 人姦凜長

5,121 q 

,, 

5．糾”
調査普及周憂

年

“:II:”“

計全1
8
2
4
2
5
2
7
2
6
1
2
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4

4

5

6
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|＊紅証・国立
学校只 •[9海隣翡I

嚢事
本扁課長・閾立
学校畏●所轄濃関

長””
，， 

本省局課憂●所轄
総峨隅

“II  

国立学校長”

，， 

”” 

”” 木肴局際畏
都道府縣教育委員

＾ 
云
網立学狡長●所嘘
巖1l11長

”“ 本省局諜長

郭道府誂数育委員

皇立繹長・暉
濃関長

戸誓控長・所鶉

，， 9 

如芦~
1幽立紐憂

，,” 
局畏

”“
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